
SUMMARY

The Edo period (1603-1867) was a time when ghost stories became popular. Particularly in 
the Genroku era (1688-1704), Kabuki actors played the role of ghosts in many acts, leading to 
the establishment of the genre of “Onryogoto.” Typically in “Onryogoto,” a woman turns into a 
ghost after being murdered or killing herself out of jealousy or other miserable experience (e.g., 
being a prostitute) and seeks revenge on her ex-lover. It was male actors called “Onnagata” 
who played the role of those female ghosts, their art of acting having been characterized by 
the elements of acrobatics and dance. Those female ghosts played by male actors had a certain 
influence on the gender balance in Kabuki and established the stereotypical notion of “a woman 
who turns into a ghost.” In this article, we will focus on “Onryogoto” acts in the Genroku era, 
and reveal why female ghosts became a norm at that time.
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（
天
保
十
五
年
・
一
八
四
四
『
名
家
書
画
伝
』
第
二
編
）
に
も
通
底
す
る
江
戸
の
名
人
芸
伝
承
で

あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
平
九
郎
の
鬼
女
は
、
市
井
の
評
判
と
な
る
の
に
十
分
な
迫
真
力
を
も
っ
て
い
た
。

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
正
月
、
江
戸
森
田
座
の
『し
ら
が

金き
ん

時と
き

出し
ゅ
っ

世せ
の

後う
わ

妻な
り

』
は
、
古
浄
瑠
璃
の

后き
さ
き
あ
ら
そ
い
も
の

諍
物
を
歌
舞
伎
に
移
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
平
九
郎
は
藤
壺
の
役
を
演
じ
て
弘

徽
殿
の
姿
絵
を
笄
こ
う
が
いで

突
き
破
る
凄
ま
じ
い「
後う
わ

妻な
り

打う

ち
」の
果
て
に
、嫉
妬
の
鬼
の
体
を
顕
わ
し
、

当
代
一
の
怨
霊
役
者
と
な
っ
た
（
図
２
）。

　
も
っ
と
も
、
幽
鬼
の
こ
し
ら
え
に
精
進
を
重

ね
た
の
は
、
ひ
と
り
山
中
平
九
郎
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
否
、
見
え
な
い
世
界
の
可
視
化
に
こ

だ
わ
る
種
々
の
工
夫
は
、
元
禄
歌
舞
伎
全
般
の

傾
向
と
い
っ
て
よ
い
。

　
当
節
流
行
の
、「
怨
霊
事
」
を
支
え
た
若
女

方
の
芸
風
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
黒
木
勘
蔵
、

郡
司
正
勝
、
服
部
幸
雄
、
高
畠
由
記
ら
に
よ
る

多
方
面
か
ら
の
研
究
の
蓄
積
が
そ
な
わ
る
注
３
。

　
井
上
伸
子
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
年
代
の
江
戸

で
は
、
上
方
よ
り
下
っ
た
水
木
辰
之
助
を
筆
頭

に
、
生
島
大
吉
、
上
村
吉
三
郎
、
早
川
初
瀬
ら

の
若
女
方
が
怨
霊
事
を
得
意
と
し
て
見
物
の
人

気
を
得
て
い
た
注
４
。
ま
た
京
坂
に
あ
っ
て
は
、

芳
沢
あ
や
め
、
嵐
喜
世
三
郎
な
ど
の
若
女
方
に
よ
り
、
恋
の
恨
み
と
尽
き
ぬ
悋
気
を
述
べ
な
が

ら
相
手
を
苦
し
め
る
生
霊
・
死
霊
の
所
作
（
嫉
妬
事
、
悋
気
事
）
が
当
り
を
取
っ
て
女
方
芸
の

ひ
と
つ
の
定
型
を
確
立
し
た
。

　
さ
て
、
女
方
の
名
優
に
よ
る
怨
霊
事
の
諸
作
に
お
い
て
、
い
ま
ひ
と
つ
特
筆
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
軽
業
事
」
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
近
松
門
左
衛
門
作
『
傾け
い

城せ
い

壬み

生ぶ

大だ
い

念ね
ん

仏ぶ
つ

』

を
例
と
し
て
、
当
時
の
若
女
方
の
芸
風
に
つ
い
て
言
及
し
た
服
部
幸
雄
の
次
の
指
摘
は
、
元
禄

歌
舞
伎
に
見
出
さ
れ
る
怪
談
芝
居
と
軽
業
芸
の
深
い
関
係
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
注
５
。
怨

霊
と
な
る
「
妾
お
み
よ
」
の
演
出
に
つ
い
て
服
部
は
い
う
。

　
　  

こ
の
狂
言
に
お
け
る
お
み
よ
の
演
技
術
に
は
、
元
禄
歌
舞
伎
に
大
流
行
を
見
せ
た
ひ
と
つ

の
趣
向
の
な
か
で
若
女
方
の
一
系
統
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
格
好

の
典
型
が
見
え
て
い
る
。

　
　  

　
そ
れ
は
、悋り
ん

気き

事ご
と（
嫉
妬
事
）、怨お
ん

霊り
ょ
う

事ご
と

、軽か
る

業わ
ざ

事ご
と（
か
ら
く
り
事
）
と
い
う
三
つ
の
「
事
」

を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
連
の
演
技
の
類パ
タ
ー
ン型
、
同
時
に
劇ド
ラ
マの
仕
組
み

の
類
型
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
　  

　
古
風
な
傾
城
の
役
の
表
現
を
究
極
の
理
想
と
し
た
、
こ
の
同
時
代
に
、
や
は
り
女
方
の

演
技
術
と
し
て
、
こ
う
し
た
方
向
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
い
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
女
の
内
面
に
渦
巻
く
悪
感
情
と
恋
の
邪
念
の
放
出
が
、綱
渡
り
、屏
風
渡
り
、宙
返
り
と
い
っ

た
、
人
間
業
と
は
思
え
な
い
身
体
表
現
と
合
体
す
る
こ
と
に
よ
り
、
怨
霊
を
創
り
出
す
作
劇
技

法
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
出
来
上
が
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
動
物
（
蛇
、
猪
、
鶏
）
が
憑
依
し
て
狂
う
「
変
化
物
」
の
演
出
に
際
し
、
音
曲

を
駆
使
し
た
妖
艶
な
舞
踏
を
劇
中
に
加
え
、
女
方
役
者
の
美
し
さ
を
損
ね
な
い
怪
異
の
空
間
を

用
意
す
る
こ
と
で
怨
霊
事
の
技
芸
は
完
成
度
を
高
め
て
い
く
。「
浅
間
物
」「
道
成
寺
物
」
の
諸

作
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
役
者
た
ち
の
演
技
を
支
え
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
、
狂
言
本
の
作
者
に
よ
る

元
禄
歌
舞
伎
の
文
芸
的
な
成
長
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
七
世
紀
末
を
代
表
す

る
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
者
の
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
～
一
七
二
五
）
は
、
大
坂
の
儒
者
・

穂
積
以
貫
に
語
っ
た
芸
道
論
『
難
波
土
産
』（
元
文
三
年
・
一
七
三
八
）
に
お
い
て
、
登
場
人
物

の
「
情
」
を
語
る
こ
と
を
ド
ラ
マ
の
枢
要
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
難
波
土
産
』
は
、「
人

形
芝
居
」
の
極
意
を
語
っ
た
近
松
晩
年
の
言
説
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
青
年
期
の
歌
舞
伎
狂

言
に
も
「
情
」
表
現
の
導
入
が
随
所
に
見
て
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
近
松
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
に
、

人
と
し
て
の
苦
し
み
を
切
々
と
訴
え
る
女
幽
霊
の
愁
嘆
場
が
描
か
れ
、
芝
居
の
見
せ
場
と
な
っ

て
い
る
点
は
、
留
意
す
べ
き
特
色
と
み
て
よ
い
。
か
よ
う
な
女
霊
表
象
の
登
場
は
、
怨
霊
事
に

文
芸
の
香
気
を
加
味
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、見
物
の
目
を
驚
か
す
か
ら
く
り
芸
と
、〈
妬
む
女
〉〈
祟

る
女
〉
の
心
情
表
現
の
交
絡
に
目
を
配
り
な
が
ら
、「
情
」
の
重
視
に
傾
斜
し
た
元
禄
の
怪
談
芝

居
の
特
質
を
検
討
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
「
怪
異
」
を
見
出
そ
う
と
し
た

図２『 金時出世後妻』

演じられ怪異

（
一
）
は
じ
め
に
ー
幽
霊
を
創
る
技
芸
ー

　
役
者
の
身
体
表
現
に
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
い
歌
舞
伎
が
、
人
形
を
操
る
浄
瑠
璃
と
異
な
る
作

劇
法
を
必
要
と
し
た
点
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
、
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
異
世
界
を
描

く
怪
談
芝
居
の
演
出
に
際
し
て
は
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
特
殊
な
演
技
が
試
み
ら
れ
て
、
元
禄

（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
の
歌
舞
伎
小
屋
に
新
風
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
演
劇
と
し

て
の
歌
舞
伎
の
成
立
時
期
に
あ
た
る
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
怪
異
の
表
現
も
ま
た
、
新
た
な
趣

向
に
充
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
若
女
方
の
演
じ
た
「
怨
霊
事
」「
嫉
妬
事
」
の
発
達
は
、
そ
の
典
型

的
な
動
向
と
い
え
る
だ
ろ
う
注
１
。
役
者
は
、人
間
離
れ
し
た
身
の
こ
な
し
や
所
作
を
求
め
ら
れ
、

隈
取
り
を
ほ
ど
こ
し
た
〈
人
な
ら
ざ
る
も
の
〉
の
恨
み
の
表
情
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
で
、
観

客
の
肝
を
冷
や
す
霊
異
の
姿
を
現
世
の
舞
台
上
に
降
臨
さ
せ
て
み
せ
た
。

　
化
け
物
を
こ
し
ら
え
る
技
芸
に
精
魂
を
傾
け
た
名
優
・
初
世
山
中
平
九
郎
（
一
六
四
二
～

一
七
二
四
）
の
噂
話
に
つ
い
て
、
山
東
京
伝
の
考
証
随
筆
『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元
年
・

一
八
〇
四
刊
）
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
み
え
る
。

　
劇
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
平
九
郎
は
、
公
家
悪
を
得
意
と
し
て
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）

以
降
の
江
戸
の
役
者
評
判
記
で
は
「
実
悪
」
の
部
の
巻
頭
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
の
ち
に
は
鬼

女
役
に
も
評
判
を
と
り
、「
平
九
郎
隈
」
と
呼
ば
れ
た
般
若
の
隈
取
り
は
、
鬼
女
の
面
相
作
り

の
手
本
と
な
っ
た
。
長
身
で
歯
の
抜
け
た
風
貌
ゆ
え
に
、
面
を
付
け
ず
と
も
、
ひ
と
睨
み
す
る

だ
け
で
客
席
の
子
供
が
泣
き
わ
め
い
た 

。
平
九
郎
の
隈
取
り
は
、
ま
さ
し
く
最
強
無
比
の
「
鬼

女
」
を
創
り
出
す
技
の
き
わ
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　『
近
世
奇
跡
考
』
巻
一
の
十
三
「
山
中
平
九
郎
鬼
女
話
」
は
、
名
人
が
見
物
を
う
な
ら
せ
る
鬼

女
役
の
極
意
を
会
得
す
る
に
至
っ
た
逸
話
を
次
の
よ
う
に
し
る
す
。

　
　  

伝
へ
て
い
ふ
。
山
中
平
九
郎
、
一あ
る

時と
き

我わ
が

家や

の
二
階
に
上
り
て
鏡
に
む
か
ひ
、
狂
言
怨
霊
の

顔
を
さ
ま
〴
〵
に
工
夫
し
、
と
や
せ
ん
か
く
や
す
べ
き
と
、
眼ま
な
こを

よ
せ
口
を
ひ
ら
き
、
心

に
学
ば
せ
て
し
ば
ら
く
お
も
ひ
を
こ
ら
し
、
自
然
と
お
の
れ
も
お
そ
ろ
し
き
ば
か
り
の
仕

方
を
工
夫
し
、
か
く
て
こ
そ
よ
け
れ
と
、
鏡
を
手
に
と
り
て
、
お
ぼ
え
ず
立
上
り
、
怨
霊

の
身
ぶ
り
を
す
る
折
し
も
、
其
妻
は
何
の
心
も
な
く
二
階
に
上
り
、
お
も
ひ
か
け
ず
其
あ

り
さ
ま
を
見
て
、「
こ
ハ
や
の
う
」
と
さ
け
び
ツ
ヽ
、
の
け
さ
ま
に
た
ふ
れ
て
死し
に

入い
り

ぬ
。

　
自
宅
の
二
階
で
鏡
を
手
に
一
心
不
乱
に
鬼

の
表
情
を
修
練
す
る
平
九
郎
の
あ
り
さ
ま
を

前
に
、
不
用
意
に
出
く
わ
し
た
妻
は
、
あ
ま

り
の
恐
ろ
し
さ
に
気
絶
し
て
し
ま
う
。
こ
れ

を
見
た
平
九
郎
は
「
我わ
が

芸
精
身
に
入
り
て
我

妻
す
ら
か
く
の
ご
と
し
、
い
は
ん
や
他
の
見

物
を
や
」
と
た
い
そ
う
嬉
こ
び
、
入
念
に
演

技
に
取
り
入
れ
て
舞
台
に
あ
げ
た
。「
果は
た

し
て

見
物
群
衆
せ
し
と
ぞ
」
と
い
う
の
が
、
京
伝

の
耳
に
し
た
芸
談
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
当

人
す
ら
戦
慄
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
の
「
鬼
女
」
創

造
に
ま
つ
わ
る
巷
説
は
、
斎
藤
月
岑
の
『
百

戯
述
略
』注
２（
明
治
十
一
年
・
一
八
七
八
）
等

に
も
筆
録
さ
れ
て
お
り
、
人
口
に
膾
炙
し
た

話
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
物
の
死
者

を
絵
の
モ
デ
ル
に
し
て
描
い
た
円
山
応
挙
の
幽
霊
画
を
見
て
下
女
が
気
を
失
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

図
１
　『
近
世
奇
跡
考
』
巻
一
の
十
三
「
山
中
平
九

郎
扮
二
怨
霊
一
図
」
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（
天
保
十
五
年
・
一
八
四
四
『
名
家
書
画
伝
』
第
二
編
）
に
も
通
底
す
る
江
戸
の
名
人
芸
伝
承
で

あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
平
九
郎
の
鬼
女
は
、
市
井
の
評
判
と
な
る
の
に
十
分
な
迫
真
力
を
も
っ
て
い
た
。

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
正
月
、
江
戸
森
田
座
の
『し
ら
が

金き
ん

時と
き

出し
ゅ
っ

世せ
の

後う
わ

妻な
り

』
は
、
古
浄
瑠
璃
の

后き
さ
き
あ
ら
そ
い
も
の

諍
物
を
歌
舞
伎
に
移
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
平
九
郎
は
藤
壺
の
役
を
演
じ
て
弘

徽
殿
の
姿
絵
を
笄
こ
う
が
いで

突
き
破
る
凄
ま
じ
い「
後う
わ

妻な
り

打う

ち
」の
果
て
に
、嫉
妬
の
鬼
の
体
を
顕
わ
し
、

当
代
一
の
怨
霊
役
者
と
な
っ
た
（
図
２
）。

　
も
っ
と
も
、
幽
鬼
の
こ
し
ら
え
に
精
進
を
重

ね
た
の
は
、
ひ
と
り
山
中
平
九
郎
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
否
、
見
え
な
い
世
界
の
可
視
化
に
こ

だ
わ
る
種
々
の
工
夫
は
、
元
禄
歌
舞
伎
全
般
の

傾
向
と
い
っ
て
よ
い
。

　
当
節
流
行
の
、「
怨
霊
事
」
を
支
え
た
若
女

方
の
芸
風
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
黒
木
勘
蔵
、

郡
司
正
勝
、
服
部
幸
雄
、
高
畠
由
記
ら
に
よ
る

多
方
面
か
ら
の
研
究
の
蓄
積
が
そ
な
わ
る
注
３
。

　
井
上
伸
子
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
年
代
の
江
戸

で
は
、
上
方
よ
り
下
っ
た
水
木
辰
之
助
を
筆
頭

に
、
生
島
大
吉
、
上
村
吉
三
郎
、
早
川
初
瀬
ら

の
若
女
方
が
怨
霊
事
を
得
意
と
し
て
見
物
の
人

気
を
得
て
い
た
注
４
。
ま
た
京
坂
に
あ
っ
て
は
、

芳
沢
あ
や
め
、
嵐
喜
世
三
郎
な
ど
の
若
女
方
に
よ
り
、
恋
の
恨
み
と
尽
き
ぬ
悋
気
を
述
べ
な
が

ら
相
手
を
苦
し
め
る
生
霊
・
死
霊
の
所
作
（
嫉
妬
事
、
悋
気
事
）
が
当
り
を
取
っ
て
女
方
芸
の

ひ
と
つ
の
定
型
を
確
立
し
た
。

　
さ
て
、
女
方
の
名
優
に
よ
る
怨
霊
事
の
諸
作
に
お
い
て
、
い
ま
ひ
と
つ
特
筆
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
軽
業
事
」
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
近
松
門
左
衛
門
作
『
傾け
い

城せ
い

壬み

生ぶ

大だ
い

念ね
ん

仏ぶ
つ

』

を
例
と
し
て
、
当
時
の
若
女
方
の
芸
風
に
つ
い
て
言
及
し
た
服
部
幸
雄
の
次
の
指
摘
は
、
元
禄

歌
舞
伎
に
見
出
さ
れ
る
怪
談
芝
居
と
軽
業
芸
の
深
い
関
係
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
注
５
。
怨

霊
と
な
る
「
妾
お
み
よ
」
の
演
出
に
つ
い
て
服
部
は
い
う
。

　
　  

こ
の
狂
言
に
お
け
る
お
み
よ
の
演
技
術
に
は
、
元
禄
歌
舞
伎
に
大
流
行
を
見
せ
た
ひ
と
つ

の
趣
向
の
な
か
で
若
女
方
の
一
系
統
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
格
好

の
典
型
が
見
え
て
い
る
。

　
　  

　
そ
れ
は
、悋り
ん

気き

事ご
と（
嫉
妬
事
）、怨お
ん

霊り
ょ
う

事ご
と

、軽か
る

業わ
ざ

事ご
と（
か
ら
く
り
事
）
と
い
う
三
つ
の
「
事
」

を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
連
の
演
技
の
類パ
タ
ー
ン型

、
同
時
に
劇ド
ラ
マの

仕
組
み

の
類
型
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
　  

　
古
風
な
傾
城
の
役
の
表
現
を
究
極
の
理
想
と
し
た
、
こ
の
同
時
代
に
、
や
は
り
女
方
の

演
技
術
と
し
て
、
こ
う
し
た
方
向
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
い
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
女
の
内
面
に
渦
巻
く
悪
感
情
と
恋
の
邪
念
の
放
出
が
、綱
渡
り
、屏
風
渡
り
、宙
返
り
と
い
っ

た
、
人
間
業
と
は
思
え
な
い
身
体
表
現
と
合
体
す
る
こ
と
に
よ
り
、
怨
霊
を
創
り
出
す
作
劇
技

法
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
出
来
上
が
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
動
物
（
蛇
、
猪
、
鶏
）
が
憑
依
し
て
狂
う
「
変
化
物
」
の
演
出
に
際
し
、
音
曲

を
駆
使
し
た
妖
艶
な
舞
踏
を
劇
中
に
加
え
、
女
方
役
者
の
美
し
さ
を
損
ね
な
い
怪
異
の
空
間
を

用
意
す
る
こ
と
で
怨
霊
事
の
技
芸
は
完
成
度
を
高
め
て
い
く
。「
浅
間
物
」「
道
成
寺
物
」
の
諸

作
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
役
者
た
ち
の
演
技
を
支
え
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
、
狂
言
本
の
作
者
に
よ
る

元
禄
歌
舞
伎
の
文
芸
的
な
成
長
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
七
世
紀
末
を
代
表
す

る
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
者
の
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
～
一
七
二
五
）
は
、
大
坂
の
儒
者
・

穂
積
以
貫
に
語
っ
た
芸
道
論
『
難
波
土
産
』（
元
文
三
年
・
一
七
三
八
）
に
お
い
て
、
登
場
人
物

の
「
情
」
を
語
る
こ
と
を
ド
ラ
マ
の
枢
要
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
難
波
土
産
』
は
、「
人

形
芝
居
」
の
極
意
を
語
っ
た
近
松
晩
年
の
言
説
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
青
年
期
の
歌
舞
伎
狂

言
に
も
「
情
」
表
現
の
導
入
が
随
所
に
見
て
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
近
松
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
に
、

人
と
し
て
の
苦
し
み
を
切
々
と
訴
え
る
女
幽
霊
の
愁
嘆
場
が
描
か
れ
、
芝
居
の
見
せ
場
と
な
っ

て
い
る
点
は
、
留
意
す
べ
き
特
色
と
み
て
よ
い
。
か
よ
う
な
女
霊
表
象
の
登
場
は
、
怨
霊
事
に

文
芸
の
香
気
を
加
味
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、見
物
の
目
を
驚
か
す
か
ら
く
り
芸
と
、〈
妬
む
女
〉〈
祟

る
女
〉
の
心
情
表
現
の
交
絡
に
目
を
配
り
な
が
ら
、「
情
」
の
重
視
に
傾
斜
し
た
元
禄
の
怪
談
芝

居
の
特
質
を
検
討
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
「
怪
異
」
を
見
出
そ
う
と
し
た

図２『 金時出世後妻』
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絵
入
狂
言
本
の
挿
絵（
図
３
）下
段
に
は
、
大
吉
扮
す
る
名
月
が
、
蛇
身
を
意
味
す
る
三
ッ
鱗

模
様
の
衣
装
を
ま
と
い
、
水
桶
の
上
に
立
つ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
文
の
割
注
に「
此
所
水
溜

の
上
に
て
／
色
々
軽
業
あ
り
」
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
溢
れ
る
ほ
ど
に
水
を
張
っ
た
不
安
定
な

水
桶
を
小
道
具
に
使
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
所
作
が
見
せ
場
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
水
桶
の
利
用
は
、
丸
い
形
を
し
た
水
回
り
の
生
活
具
（
井
戸
、
タ
ラ
イ
等
）
を
異
世
界
へ
の

通
路
と
考
え
る
民
俗
心
意
注
８
と
の
関
連
を
想
察
さ
せ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
鶴
屋
南
北
の
『
東
海

道
四
谷
怪
談
』（
文
政
八
年
・
一
八
二
五
）
に
も
、
血
に
染
ま
っ
た
お
岩
の
着
物
を
洗
う
盥
か
ら

亡
霊
の
手
が
出
る
趣
向
が
見
出
さ
れ
る
。
仄
暗
い
水
底
は
あ
の
世
に
通
じ
る
入
口
の
心
象
風
景

を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
芸
能
史
の
水
面
下
に
は
、
民
間
信
仰
と
の
符
牒
が
思
い
も
よ
ら

な
い
形
で
顔
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
後
に
述
べ
る
「
水
か
ら
く
り
」
と
と
も
に
、
歌
舞
伎
の
民

俗
性
を
示
唆
す
る
特
徴
と
み
て
お
き
た
い
。

　
話
を
『
小
栗
鹿
目
石
』
に
戻
す
。
生
島
大
吉
の
水
桶
乗
り
が
評
判
に
な
っ
た
こ
と
は
、
和
泉

屋
五
郎
八
版
の
絵
入
狂
言
本
の
表
紙
（
図
４
）
に

　
　
生
島
大
吉
か
る
わ
ざ
（
上
部
左
脇
）

　
　
大
あ
た
り
大
き
や
う
げ
ん
（
題
簽
右
横
）

図３『小栗鹿目石』第三挿絵　
下段に「名月大吉しよさ」とある。

図４『小栗鹿目石』絵入狂言本表紙

と
あ
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
図
４
を
よ
く
見
る
と
、
水
を
張
っ
た
三
つ
の
桶
の
上
に

さ
ら
に
も
う
一
つ
を
重
ね
て
い
る
。
難
度
の
高
い
曲
乗
り
は
、
怨
霊
役
者
の
芸
質
の
高
さ
を
示
す
。

逆
上
し
て
恨
み
の
言
葉
を
吐
く
妬
婦
の
狂
態
と
、普
通
の
女
の
仕
草
を
超
え
た
若
女
方
の
曲
技
が
、

互
い
に
絡
み
合
い
な
が
ら
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
。
怨
霊
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
創
り
出
す
演

出
技
芸
の
典
型
を『
小
栗
鹿
目
石
』の
名
月
化
現
の
シ
ー
ン
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
生
島
大
吉
は
『
小
栗
鹿
目
石
』
の
他
に
、『
女お
ん
な
ぬ
え
つ
や
よ
り
ま
さ

鵺
艶
頼
政
』（
元
禄
十
二
年
・
一
六
九
九
）
や
後

述
の
『
薄う
す

雪ゆ
き

今い
ま

中ち
や
う

将じ
よ
う

姫ひ
め

』（
同
十
三
年
）
に
男
を
追
う
女
の
執
念
を
演
じ
、
濡
れ
場
に
も
長
じ

た
怨
霊
事
の
第
一
人
者
と
な
る
。
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
『
役
者
三
世
相
』
で
、
早
川
初
瀬

と
と
も
に
若
女
方
の
巻
頭
の
地
位
に
名
を
連
ね
た
の
も
み
て
も
、大
吉
の
人
気
が
よ
く
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
絶
頂
期
の
さ
な
か
に
彼
は
尾
張
公
の
未
亡
人
と
通
じ
て
投
獄
さ
れ
、
宝
永
四
年
に

狂
死
す
る
。
三
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
女
方
役
者
に
よ
り
、
元
禄
の
妖
し
く

も
美
し
い
怨
霊
事
の
世
界
が
大
成
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
の
怪
談
芝
居
の
娯
楽
性
と
大
衆

性
を
象
徴
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
生
島
大
吉
と
同
様
に
元
禄
歌
舞
伎
の
舞
台
を
に
ぎ
わ
せ
た
早
川
初
瀬
の
場
合
も
、
軽

業
の
芸
風
を
取
り
入
れ
て
観
客
の
喝
采
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
元
禄
十
四
年
の
役
者
評
判
記

『
役
者
略
請
状
』
に

　
　  

し
っ
と
を
う
つ
さ
る
ゝ
思
ひ
入
、
大
き
に
よ
し
（
中
略
）
井
づ
ゝ
の
か
る
わ
ざ
、
竹
を
わ

た
り
ひ
っ
く
り
か
へ
ら
る
ゝ
身
の
か
る
さ
よ
し

と
あ
る
よ
う
に
、
初
瀬
も
ま
た
悋
気
事
、
怨
霊
事
、
軽
業
事
の
名
人
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た

の
で
あ
る
注
９
。

　
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
三
月
、
江
戸
山
村
座

の
『
愛あ
い

護ご
の

十じ
ゅ
う

二に

段だ
ん

』
に
お
い
て
、「
か
つ
姫
」
の
怨

霊
を
演
じ
た
初
瀬
は
、大
詰
め
で
舞
台
に
張
っ
た「
善

悪
の
綱
」
を
渡
る
大
仕
掛
け
の
末
に
、
真
如
堂
（
京

都
市
左
京
区
）
の
利
益
に
よ
り
即
身
成
仏
を
果
た
す

大
団
円
を
演
じ
て
み
せ
た
（
図
５
）。

　
絵
入
狂
言
本
の
本
文
は
、
不
動
明
王
の
剣
と
化
し

て
怨
霊
を
斬
り
払
う
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
を
語
り
、

宝
物
の
開
帳
に
ふ
れ
た
あ
と
、
か
つ
姫
怨
霊
の
得
脱

シ
ー
ン
を
こ
う
し
る
す
注

   10
。

図５　『愛護十二段』初瀬の綱わたり
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十
七
・
八
世
紀
の
文
芸
思
潮
に
類
比
す
る
こ
と
で
、
日
本
怪
談
史
に
果
た
し
た
歌
舞
伎
の
役
割

と
位
相
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
二
）
若
女
方
の
軽
業
芸

　
若
女
方
の
演
技
と
軽
業
の
密
な
か
か
わ
り
は
、
す
で
に
近
世
初
頭
の
歌
舞
伎
黎
明
期
に
さ
か

の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
半
ば
の
慶
安
～
明
暦
（
一
六
四
八
～
五
五
）
の
こ
ろ
に
は
、「
蜘

蛛
舞
」
の
流
れ
を
く
む
軽
業
芸
が
女
方
の
演
技
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
蜘
蛛
舞
と
は
、
ク

モ
が
糸
を
渡
る
さ
ま
に
見
立
て
た
綱
わ
た
り
の
一
種
で
、
古
代
散
楽
の
系
統
の
ア
ク
ロ
バ

テ
ィ
ッ
ク
な
曲
芸
を
特
色
と
す
る
。
明
暦
の
女
方
名
優
・
伊
藤
小
太
夫
の
評
に
「
縄
わ
た
り
ゑ

も
の
に
て
、
な
わ
の
上
に
て
曲
あ
ふ
ぎ
」
と
あ
る
の
は
、
女
方
と
軽
業
の
結
び
付
き
を
い
う
も

の
で
あ
る
注
６
。

　
ま
た
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
の
京
都
見
物
記
『
美
夜
古
物
語
』
の
四
条
河
原
の
景
に
「
吉
郎

兵
衛
が
女
が
た
、
れ
ん
と
び
く
も
ま
ひ
」
と
あ
り
、
鴨
川
の
ほ
と
り
で
興
行
さ
れ
た
女
方
の
軽

業
芸
の
さ
ま
（
連
飛
、
蜘
蛛
舞
）
を
点
描
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　
こ
う
し
た
軽
業
芸
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
、
怨
霊
事
に
付
き
も
の
の
綱
わ
た
り
、
宙
の
り
、
逆

立
ち
と
い
っ
た
奇
抜
な
芸
風
が
確
立
し
て
い
く
。
元
禄
歌
舞
伎
を
特
徴
付
け
る
「
怨
霊
事
の
身

体
表
現
」
に
特
化
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
、
目
に
見
え
な
い
霊
異
の
世
界
を
舞
台
上
に
可
視

化
す
る
手
法
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
散
楽
以
来
の
古
態
の
軽
業
芸
と
一
線
を
画
す
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
人
が
化
け
物
を
演
ず
る
技
芸

4

4

4

4

4

の
時
代
が
、
元
禄
の
芝
居
小
屋
に
華
開
い
た
の

で
あ
る
。
軽
業
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
要
素
は
、
生
霊
・
死
霊
の
表
象
に
融
合
し
な
が
ら
新
た
な
舞

台
空
間
を
創
造
し
て
〈
怖
い
も
の
見
た
さ
〉
の
庶
民
娯
楽
の
一
端
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
も
ま
た
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
妙
味
を
命
と
し
た
同
時

代
の
怪
談
文
芸
に
相
通
じ
る
性
格
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
娯
楽
と
し
て
の

怪
異
を
描
く
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
十
七
世
紀
後
半
に
あ
っ
て
は
、
記
録
と
し
て
の
怪
異
と
は
別
に
、
文
芸
性
の
ま
さ
る
怪
談
読

み
物
が
都
市
の
巷
間
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。『
宿
直
草
』『
諸
国
百
物
語
』『
伽
婢
子
』
な
ど
の
奇
談

仮
名
草
子
の
流
行
を
見
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
怪
談
文
芸
が
い
か
に
持
て
は
や
さ
れ
て
い
た
か
が

分
か
る
。
元
禄
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
動
向
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　
恋
の
執
着
ゆ
え
に
人
外
の
も
の
に
変
じ
て
怨
嗟
の
言
葉
を
つ
ら
ね
る
。
そ
の
よ
う
な
女
霊
の

演
出
に
若
女
方
の
軽
業
が
援
用
さ
れ
た
例
を
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
七
月
、
江
戸
市
村

座
の
『
小お

栗ぐ
り

鹿か
な

目め

石い
し

』
に
見
て
み
た
い
。

　
本
作
は
説
経
節
の『
小
栗
判
官
』を
原
拠
に
、鹿
島
の
要
か
な
め

石い
し

伝
説
を
混
交
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

小
栗
判
官
兼
氏
（
生
島
新
五
郎
）
の
妻
・
名
月
（
生
島
大
吉
）
は
、
夫
と
照
手
姫
の
仲
を
妬
み
、

嫉
妬
深
さ
を
厭
う
小
栗
の
手
で
斬
殺
さ
れ
る
。
執
念
深
く
付
き
ま
と
う
が
、
最
後
に
遊
行
上
人

の
祈
り
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
仏
果
を
得
る
。

　
本
作
が
『
小
栗
判
官
』
の
世
界
を
下
敷
き
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
物
設
定
の
面
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
名
月
の
前
生
を
洛
北
・
深
泥
池
の
大
蛇
と
し
た
の
は
、
女
の
姿
の
水
精

が
登
場
す
る
説
経
節
の
発
端
部
を
ふ
ま
え
た
結
構
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
原
作
の
説
経

節
で
は
、
小
栗
の
笛
の
音
を
慕
っ
て
現
わ
れ
る
妖
女
は
あ
く
ま
で
も
池
の
主
の
自
然
神
で
あ
っ

て
、
一
人
の
女
性
と
し
て
恋
情
や
愛
欲
を
訴
え
る
よ
う
な
生
々
し
い
存
在
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
悋
気
に
さ
い
な
ま
れ
る
名
月
の
死
霊
が
蛇
の
姿
で
怨
み
の
言
葉
を
投
げ
か
け
る
次
の

場
面
は
、
本
作
独
自
の
新
趣
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　『
小
栗
鹿
目
石
』
第
三
に
お
い
て
、
若
女
方
の
名
優
・
生
島
大
吉
の
演
ず
る
名
月
は
、
小
栗

を
か
く
ま
う
美
濃
国
万
屋
の
「
長
が
後
家
」
に
憑
依
し
て
心
の
内
の
口
惜
し
さ
を
訴
え
る
。
こ

の
段
の
冒
頭
、小
栗
は
後
家
の
顔
付
き
が
、あ
や
め
た
名
月
に
似
る
こ
と
を
不い
ぶ
か審
し
く
思
う
注
７
。

　
　  

小
栗
驚お
ど
ろき

。
よ
く
〳
〵
顔
を
眺な
が

む
れ
ば
、
我わ

が
殺
し
た
る
名
月
に
似
た
れ
ば
、
其そ
の
ま儘ヽ

逃
げ

ん
と
す
れ
ば
、長
は「
其そ

方な
た

は
お
れ
が
顔
を
見
て
、不
思
議
さ
う
な
心し
ん

底て
い

や
」其そ
の
と
き時
小
栗「
な

う
奥
様
、
お
腹
立
ち
も
な
さ
れ
ま
す
る
な
。
申
し
ま
せ
う
我わ

が
元も
と

の
女
房
め
が
嫉
妬
の
深

き
ゆ
ゑ
殺
し
ま
し
た
。
其そ
の
お
ん
な女め
に
よ
く
お
前
が
似
ま
し
た
」
長
「
何な
に

嫉
妬
深
き
と
は
名
月

が
事こ
と

か
」
兼か
ね
う
じ氏

い
よ
〳
〵
恐
ろ
し
く
「
ど
う
し
て
お
知
り
な
さ
れ
ま
し
た
」
長
は
聞
い
て

「
我わ
れ

こ
そ
誠ま
こ
との
人
間
で
な
し
御み

ぞ

ろ
菩
提
池が
い
けの
大だ
い

蛇じ
ゃ

な
り
。
我わ
れ

名
月
と
生し
や
うを
換か

へ
、
汝な
ん
じに
契
り

を
こ
め
た
り
し
に
、
よ
く
も
〳
〵
某そ
れ
が
しを
刃や
い
ばに
か
け
た
。
え
ヽ
口く
ち
を惜
し
や
と
思
ふ
所
に
、

此こ
の

主あ
る
じ

長ち
や
うが

体か
ら
だに

飛
び
入
っ
て
、
時
節
を
待
つ
て
居
た
り
し
に
、
其そ

方な
た

に
逢
ふ
こ
そ
嬉う
れ

し

け
れ
。
い
で
〳
〵
思
ひ
知
ら
せ
ん
」
と
。
小
栗
も
今
は
為せ

ん
方か
た

な
く
、
懐
中
し
た
る
不
動

の
経
さ
ら
〳
〵
と
読
み
け
れ
ば
、
い
よ
〳
〵
怨
霊
怒
り
を
な
し
　
此
所
水
溜
の
上
に
て
／
色
々
軽

業
あ
り  

兼
氏
今
は
為
ん
方
な
く
、
跡あ
と

を
も
見
ず
し
て
逃
げ
給
ふ
。
怨
霊
は
腹
を
立
て
、
何
い
ず
く

処
迄ま
で

と
追
つ
駆か

け
行
く
。
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絵
入
狂
言
本
の
挿
絵（
図
３
）下
段
に
は
、
大
吉
扮
す
る
名
月
が
、
蛇
身
を
意
味
す
る
三
ッ
鱗

模
様
の
衣
装
を
ま
と
い
、
水
桶
の
上
に
立
つ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
文
の
割
注
に「
此
所
水
溜

の
上
に
て
／
色
々
軽
業
あ
り
」
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
溢
れ
る
ほ
ど
に
水
を
張
っ
た
不
安
定
な

水
桶
を
小
道
具
に
使
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
所
作
が
見
せ
場
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
水
桶
の
利
用
は
、
丸
い
形
を
し
た
水
回
り
の
生
活
具
（
井
戸
、
タ
ラ
イ
等
）
を
異
世
界
へ
の

通
路
と
考
え
る
民
俗
心
意
注
８
と
の
関
連
を
想
察
さ
せ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
鶴
屋
南
北
の
『
東
海

道
四
谷
怪
談
』（
文
政
八
年
・
一
八
二
五
）
に
も
、
血
に
染
ま
っ
た
お
岩
の
着
物
を
洗
う
盥
か
ら

亡
霊
の
手
が
出
る
趣
向
が
見
出
さ
れ
る
。
仄
暗
い
水
底
は
あ
の
世
に
通
じ
る
入
口
の
心
象
風
景

を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
芸
能
史
の
水
面
下
に
は
、
民
間
信
仰
と
の
符
牒
が
思
い
も
よ
ら

な
い
形
で
顔
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
後
に
述
べ
る
「
水
か
ら
く
り
」
と
と
も
に
、
歌
舞
伎
の
民

俗
性
を
示
唆
す
る
特
徴
と
み
て
お
き
た
い
。

　
話
を
『
小
栗
鹿
目
石
』
に
戻
す
。
生
島
大
吉
の
水
桶
乗
り
が
評
判
に
な
っ
た
こ
と
は
、
和
泉

屋
五
郎
八
版
の
絵
入
狂
言
本
の
表
紙
（
図
４
）
に

　
　
生
島
大
吉
か
る
わ
ざ
（
上
部
左
脇
）

　
　
大
あ
た
り
大
き
や
う
げ
ん
（
題
簽
右
横
）

図３『小栗鹿目石』第三挿絵　
下段に「名月大吉しよさ」とある。

図４『小栗鹿目石』絵入狂言本表紙

と
あ
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
図
４
を
よ
く
見
る
と
、
水
を
張
っ
た
三
つ
の
桶
の
上
に

さ
ら
に
も
う
一
つ
を
重
ね
て
い
る
。
難
度
の
高
い
曲
乗
り
は
、
怨
霊
役
者
の
芸
質
の
高
さ
を
示
す
。

逆
上
し
て
恨
み
の
言
葉
を
吐
く
妬
婦
の
狂
態
と
、普
通
の
女
の
仕
草
を
超
え
た
若
女
方
の
曲
技
が
、

互
い
に
絡
み
合
い
な
が
ら
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
。
怨
霊
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
創
り
出
す
演

出
技
芸
の
典
型
を『
小
栗
鹿
目
石
』の
名
月
化
現
の
シ
ー
ン
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
生
島
大
吉
は
『
小
栗
鹿
目
石
』
の
他
に
、『
女お
ん
な
ぬ
え
つ
や
よ
り
ま
さ

鵺
艶
頼
政
』（
元
禄
十
二
年
・
一
六
九
九
）
や
後

述
の
『
薄う
す

雪ゆ
き

今い
ま

中ち
や
う

将じ
よ
う

姫ひ
め

』（
同
十
三
年
）
に
男
を
追
う
女
の
執
念
を
演
じ
、
濡
れ
場
に
も
長
じ

た
怨
霊
事
の
第
一
人
者
と
な
る
。
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
『
役
者
三
世
相
』
で
、
早
川
初
瀬

と
と
も
に
若
女
方
の
巻
頭
の
地
位
に
名
を
連
ね
た
の
も
み
て
も
、大
吉
の
人
気
が
よ
く
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
絶
頂
期
の
さ
な
か
に
彼
は
尾
張
公
の
未
亡
人
と
通
じ
て
投
獄
さ
れ
、
宝
永
四
年
に

狂
死
す
る
。
三
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
女
方
役
者
に
よ
り
、
元
禄
の
妖
し
く

も
美
し
い
怨
霊
事
の
世
界
が
大
成
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
の
怪
談
芝
居
の
娯
楽
性
と
大
衆

性
を
象
徴
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
生
島
大
吉
と
同
様
に
元
禄
歌
舞
伎
の
舞
台
を
に
ぎ
わ
せ
た
早
川
初
瀬
の
場
合
も
、
軽

業
の
芸
風
を
取
り
入
れ
て
観
客
の
喝
采
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
元
禄
十
四
年
の
役
者
評
判
記

『
役
者
略
請
状
』
に

　
　  

し
っ
と
を
う
つ
さ
る
ゝ
思
ひ
入
、
大
き
に
よ
し
（
中
略
）
井
づ
ゝ
の
か
る
わ
ざ
、
竹
を
わ

た
り
ひ
っ
く
り
か
へ
ら
る
ゝ
身
の
か
る
さ
よ
し

と
あ
る
よ
う
に
、
初
瀬
も
ま
た
悋
気
事
、
怨
霊
事
、
軽
業
事
の
名
人
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た

の
で
あ
る
注
９
。

　
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
三
月
、
江
戸
山
村
座

の
『
愛あ
い

護ご
の

十じ
ゅ
う

二に

段だ
ん

』
に
お
い
て
、「
か
つ
姫
」
の
怨

霊
を
演
じ
た
初
瀬
は
、大
詰
め
で
舞
台
に
張
っ
た「
善

悪
の
綱
」
を
渡
る
大
仕
掛
け
の
末
に
、
真
如
堂
（
京

都
市
左
京
区
）
の
利
益
に
よ
り
即
身
成
仏
を
果
た
す

大
団
円
を
演
じ
て
み
せ
た
（
図
５
）。

　
絵
入
狂
言
本
の
本
文
は
、
不
動
明
王
の
剣
と
化
し

て
怨
霊
を
斬
り
払
う
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
を
語
り
、

宝
物
の
開
帳
に
ふ
れ
た
あ
と
、
か
つ
姫
怨
霊
の
得
脱

シ
ー
ン
を
こ
う
し
る
す
注

   10
。

図５　『愛護十二段』初瀬の綱わたり

演じられ怪異
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し
た
。

　
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
正
月
、
大
坂
南
座
の
二
の
替
り
『
傾け
い

城せ
い

蓮は
ち
す

河が
わ

』
は
、
天
理
大
学

図
書
館
所
蔵
の
絵
入
狂
言
本
二
丁
分
の
み
が
残
る
零
本
で
、
全
容
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
天
理
本
の
残
存
部
分
か
ら
、
水
か
ら
く
り
の
趣
向
を
用
い
て
逆
さ
幽
霊
や
蛇
身
の
女
を
舞

台
に
あ
げ
る
作
柄
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
狂
言
本
の
挿
絵
（
図
８
）
は
、
画

中
詞
に
「
た
け
姫
お
ん
り
や
う
お
つ
か
る
」「
水
か
ら
く
り
」「
今
川
さ
か
さ
ゆ
う
れ
い
に
げ
る
」

と
あ
り
、
蛇
身
に
追
わ
れ
る
逆
さ
女
の
図
様
を
載
せ
る
。
残
欠
二
丁
分
の
本
文
よ
り
、
男
を
め

ぐ
る
二
人
の
女
の
愛
憎
劇
を
主
筋
に
、
溺
死
さ
せ
ら
れ
た
「
今
川
」
の
亡
魂
が
逆
さ
ま
の
姿
と

な
る
怪
異
を
描
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
注

   14
。
ま
た
挿
絵
左
丁
上
段
に
は
、「
今
川
が
一
年
大

じ
や
と
な
る
」
と
み
え
、
蛇
身
に
変
化
し
て
奴
二
人
を
水
に
引
き
込
む
祟
禍
の
さ
ま
が
見
せ
場

と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
じ
つ
は
、
か
ら
く
り
と
蛇
身
表
現
の
結
合
は
、
歌

舞
伎
に
先
行
す
る
か
た
ち
で
、
延
宝
期（
一
六
七
三

～
八
一
）
上
方
の
古
浄
瑠
璃
に
種
々
の
工
夫
が
試
み

ら
れ
て
い
た
注

   15
。
そ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
て
言

え
ば
、
宇
治
加
賀
掾
、
山
本
角
太
夫
ら
の
正
本
に

み
え
る
か
ら
く
り
の
技
法
が
、
元
禄
歌
舞
伎
の
源

流
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
一
方
、
水
中
の
大
立
ち
回
り
や
宙
の
り
の
派
手

な
趣
向
に
富
む
上
方
歌
舞
伎
の
舞
台
作
り
は
、
や

が
て
江
戸
の
歌
舞
伎
界
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
怨

霊
事
の
演
出
を
い
っ
そ
う
大
仕
掛
な
も
の
に
変
遷

さ
せ
て
い
く
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
早
川
初
瀬
な

ど
の
上
方
役
者
が
、
元
禄
後
半
に
至
り
、
あ
い
次

い
で
江
戸
に
下
っ
た
こ
と
も
当
時
の
か
ら
く
り
芝
居
の
流
行
色
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
ろ

う
。江
戸
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
水
か
ら
く
り
の
実
態
を
め
ぐ
り
別
の
事
例
に
話
を
す
す
め
よ
う
。

　
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
七
月
、
江
戸
森
田
座
の
『
三
世
道
成
寺
』
は
、
道
成
寺
物
を
歌
舞

伎
に
取
り
込
ん
だ
早
い
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
真
子
庄
司
の
娘
「
白
菊
」（
上
村
吉
三
郎
）
は
、

橘
道
成
の
一
子
「
道
信
」
に
恋
慕
し
、
一
念
が
蛇
に
な
る
。
道
成
寺
に
逃
げ
た
道
信
を
追
い
命

を
奪
う
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
道
信
の
弟
・
道
善
の
異
母
妹
「
満
月
」

に
白
菊
の
妄
執
が
憑
り
つ
き
、
今
度
は
道
善
を
追
い
か
け
て
祟
り
を
な
す
。
こ
れ
に
加
え
、
道

善
の
正
妻
「
待
宵
の
前
」（
歌
村
十
次
郎
）、
白
菊
の
妹
で
道
善
の
愛
人
「
十
六
夜
」（
い
ろ
は
）

の
亡
魂
が
嫉
妬
を
む
き
出
し
に
し
て
三
つ
巴
の
争
い
を
繰
り
広
げ
る
。
お
ど
ろ
に
も
つ
れ
合
う

女
た
ち
の
愛
憎
を
あ
え
て
描
き
出
し
た
背
景
に
は
、
森
田
座
の
若
女
方
を
総
出
演
さ
せ
る
興
行

側
の
意
図
が
あ
っ
た
。上
村
吉
三
郎
を
は
じ
め
と
す
る
人
気
役
者
が
勤
め
る
華
や
か
な
舞
台
は
、

怨
霊
芝
居
に
対
す
る
人
々
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
に
違
い
な
い
。
幽
玄
な
能
の
「
道
成
寺
」

と
は
雰
囲
気
の
異
な
る
、
活
劇
性
の
強
い
歌
舞
伎
風
の
ア
レ
ン
ジ
が
こ
こ
に
完
成
す
る
。
役
者

の
人
気
を
前
面
に
出
し
た
、
か
ら
く
り
満
載
の
舞
台
の
様
子
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　
絵
入
り
狂
言
本
の
内
題
左
脇
に

　
　
付
タ
リ
　
み
ず
か
ら
く
り
中
の
り
川
中
仕
合

　
　
切
　
　
　
大
お
ど
り
座
中
不
残
罷
出
候

と
あ
り
、
本
水
を
張
っ
た
舞
台
の
上
を
飛

び
回
る
蛇
身
の
宙
の
り
（
図
９
上
段
お
よ

び
左
丁
下
段
）
が
芝
居
の
見
所
に
な
っ
て

い
た
の
が
分
か
る
。
ま
た
図
９
の
右
丁
上

段
右
端
に
「
水
ち
う
大
し
や
い
」（
水
中
大

仕
合
）
と
あ
る
の
は
、
川
中
で
斬
り
あ
う

大
立
ち
回
り
の
趣
向
を
指
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
最
後
の
切
（
大
詰
）
の
シ
ー

ン
に
は
、
森
田
座
の
役
者
全
員
に
よ
る
揃

い
踏
み
の
派
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（「
座

中
不
残
罷
出
候
」）
が
仕
組
ま
れ
、
踊
り

の
輪
が
舞
台
の
大
団
円
を
い
や
が
う
え
に

も
盛
り
上
げ
る
。『
三
世
道
成
寺
』
は
上

方
風
の
仕
掛
け
と
大
踊
り
が
江
戸
の
怨
霊

事
に
移
さ
れ
た
記
念
す
べ
き
作
品
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
複
数
の
女
方
役
者
が
生
霊
・
死
霊
と
な
っ
て
絡
み
合
う
趣
向
は
、
軽
業
芸
と
と

も
に
怨
霊
事
の
も
う
ひ
と
つ
の
魅
力
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
正
月
、

江
戸
山
村
座
の
『
頼よ
り

政ま
さ

五ご

葉よ
う
の

松ま
つ

』
の
上
演
時
に
は
、「
あ
や
め
の
前
」（
荻
野
八
重
桐
）
を
中
心

図８　『傾城蓮川』天理本挿絵

図９　『三世道成寺』

演じられ怪異

　
　  
そ
の
折
ふ
し
、
か
つ
ひ
め
の
ゆ
う
れ
い
、
ぜ
ん
あ
く
の
つ
な
を
わ
た
り
、
そ
く
し
ん
じ
や

う
ぶ
つ
、
是
ぶ
つ
ほ
う
は
ん
じ
や
う
め
で
た
か
り
け
る
し
だ
い
な
り
。

　
善
悪
を
表
す
二
本
の
綱
を
軽
々
と
渡
り
、
幽
霊
は
即
身
成
仏
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
仏
教
絵

画
の
「
二
河
白
道
図
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
善
悪
の
綱
の
趣
向
は
、
庶
民
仏
教
の
知
識
を
に
お
わ

せ
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
綱
渡
り
の
曲
技
と
い
う
当
節
流
行
の
大
衆
劇
の
芸
態
を
中
心
に
据
え

る
、
即
物
的
で
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
演
出
だ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
古
態
の
蜘
蛛
舞
の
時
代
か
ら
、
綱
渡
り
は
「
二
本
綱
」
を
用
い
る
の
が
常
で
あ
っ

た
と
い
う
注

   11
。
そ
の
よ
う
な
軽
業
芸
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
、
真
如
堂
本
尊
の
善
導
に
か
ら
め

た
「
善
」
と
「
悪
」
の
二
本
綱
が
着
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
綱
渡
り
と
と
も
に
、
逆
立
ち
の
姿
勢
で
屏
風
の
上
を
歩
く
屏
風
渡
り
も
ま
た
、
見
物
の
意
表

を
つ
く
軽
業
芸
と
し
て
知
ら
れ
た
。

　
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
正
月
、
京
都
早
雲
座
の
『
け
い
せ
い
元も
と
め女

塚づ
か

』
に
お
い
て
、
榊
山
小

四
郎
扮
す
る
若
殿
「
藤
十
郎
」
に
遊
女
「
大
橋
」
の
一
念
が
取
り
憑
き
、
せ
ま
い
屏
風
の
上
で
足

上
頭
下
の
軽
業
を
披
露
し
た
（
図
６
）。
榊
山
小
四
郎
は
屏
風
渡
り
を
得
意
と
し
た
大
坂
の
役

者
で
注

   12
、『
元
女
塚
』
は
小
四
郎
の
京
都
初
舞
台
と
な
っ
た
。
上
演
時
の
評
判
に
つ
い
て
、
絵

入
狂
言
本
挿
絵
の
画
中
詞
は
、

　
　
藤
十
郎
に
大
は
し
一
念
取
付
／
榊
山
小
四
郎
／
か
る
は
ざ
／
ひ
や
う
し
／
大
あ
た
り

と
し
る
し
（
図
６
中
央
）、
怨
霊
憑

依
の
狂
乱
を
屏
風
渡
り
の
軽
業
に
よ

り
表
現
し
た
小
四
郎
の
芸
態
が
、
大

当
た
り
を
と
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
。
宝
永
四
年
の
『
役
者
友
吟
味
』

を
ひ
も
と
く
と
、
京
都
・
立
役
の
部

に
「
上
々
吉
」
と
し
て
小
四
郎
の
名

が
み
え
る
。
女
方
の
み
な
ら
ず
立
役

の
軽
業
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
例

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
絵
入
狂
言
本
に
「
ひ
や
う
し
」
と
あ
る
の
は
、
音
曲
に
あ
わ
せ
て
足
拍
子
を
踏
む
所

作
を
い
う
。
艶
の
あ
る
音う

た曲
と
舞お
ど
り踏
を
大
幅
に
導
入
し
た
怨
霊
事
の
特
色
が
「
ひ
や
う
し
」
の

一
語
に
み
て
と
れ
る
。
若
女
方
の
幽
霊
は
あ
く
ま
で
も
華
麗
に
舞
い
踊
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
元
禄
の
大
衆
が
舞
台
上
に
求
め
た
女
霊
像
の
理
想
型
は
若
女
方
の
妖
艶
な
芸
の
魅
力

と
連
動
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
怨
霊
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
態
と
は
雰
囲
気
を
た
が
え
る
新

た
な
幽
霊
像
の
案
出
と
も
い
え
る
文
化
事
象
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
屏
風
渡
り
に
み
る
よ
う
な
逆
立
ち
を
す
る
怨
霊
は
、
民
間
説
話
や
仏
教
唱
導

の
世
界
に
広
く
流
伝
し
た
〈
さ
か
さ
ま
の
怪
異
性
〉
と
関
わ
る
特
色
で
も
あ
る
。
服
部
幸
雄
は

近
世
初
期
の
仏
教
説
話
、怪
異
小
説
そ
し
て
説
経
節
、古
浄
瑠
璃
の
事
例（
図
７
の『
因
果
物
語
』

等
）
に
引
き
比
べ
、
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
、
軽
業
芸
の
背
景
に
「
江
戸
時
代
の
大
衆
の
精
神
文
化

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
、
は
る
ば
る
と
広
い
想
像
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し

た
注

   13
。
不
慮
の
死
を
と
げ
た
女
、

と
り
わ
け
井
戸
な
ど
の
水
底
に
落
と

さ
れ
た
女
霊
の
伝
承
と
怪
談
芝
居
の

関
係
に
言
い
お
よ
ぶ
服
部
の
視
角
は

卓
見
と
い
う
ほ
か
な
い
。
江
戸
の
怪

異
表
象
の
全
体
像
を
民
衆
の
精
神
文

化
に
そ
っ
て
捉
え
る
鳥
瞰
図
が
示
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
一
方
で
は
、
大
衆
が
「
さ

か
さ
ま
の
幽
霊
」
を
最
も
身
近
に
感
じ
、
具
象
化
し
た
姿
か
た
ち
を
体
感
す
る
場
が
芝
居
小
屋

で
あ
っ
た
点
も
事
実
で
あ
る
。
元
禄
歌
舞
伎
に
お
い
て
、
逆
さ
幽
霊
は
軽
業
を
駆
使
し
た
華
や

か
な
舞
台
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
に
固
着
し
た
布
教
の
た
め
の
話
材
や
、
限
ら
れ
た

地
域
の
説
話
伝
承
を
抜
け
出
し
、
広
汎
な
世
俗
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
怪
異
表
象
に
変
遷
し
て

い
っ
た
。
近
世
演
劇
の
発
信
力
は
、
こ
と
の
ほ
か
に
大
き
い
。

（
三
）
水
か
ら
く
り
の
演
出

　
若
女
方
の
軽
業
と
あ
わ
せ
て
、
怨
霊
事
に
欠
か
せ
な
い
も
の
は
、
大
道
具
を
用
い
た
大
仕
掛

け
で
あ
る
。
と
く
に
本
物
の
水
を
使
う
「
水
か
ら
く
り
」
は
芝
居
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
を
補
強

図６『けいせい元女塚』挿絵

図７　仏教系仮名草子の平仮名本
『因果物語』巻1の1にみる逆
さまの幽霊
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し
た
。

　
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
正
月
、
大
坂
南
座
の
二
の
替
り
『
傾け
い

城せ
い

蓮は
ち
す

河が
わ

』
は
、
天
理
大
学

図
書
館
所
蔵
の
絵
入
狂
言
本
二
丁
分
の
み
が
残
る
零
本
で
、
全
容
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
天
理
本
の
残
存
部
分
か
ら
、
水
か
ら
く
り
の
趣
向
を
用
い
て
逆
さ
幽
霊
や
蛇
身
の
女
を
舞

台
に
あ
げ
る
作
柄
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
狂
言
本
の
挿
絵
（
図
８
）
は
、
画

中
詞
に
「
た
け
姫
お
ん
り
や
う
お
つ
か
る
」「
水
か
ら
く
り
」「
今
川
さ
か
さ
ゆ
う
れ
い
に
げ
る
」

と
あ
り
、
蛇
身
に
追
わ
れ
る
逆
さ
女
の
図
様
を
載
せ
る
。
残
欠
二
丁
分
の
本
文
よ
り
、
男
を
め

ぐ
る
二
人
の
女
の
愛
憎
劇
を
主
筋
に
、
溺
死
さ
せ
ら
れ
た
「
今
川
」
の
亡
魂
が
逆
さ
ま
の
姿
と

な
る
怪
異
を
描
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
注

   14
。
ま
た
挿
絵
左
丁
上
段
に
は
、「
今
川
が
一
年
大

じ
や
と
な
る
」
と
み
え
、
蛇
身
に
変
化
し
て
奴
二
人
を
水
に
引
き
込
む
祟
禍
の
さ
ま
が
見
せ
場

と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
じ
つ
は
、
か
ら
く
り
と
蛇
身
表
現
の
結
合
は
、
歌

舞
伎
に
先
行
す
る
か
た
ち
で
、
延
宝
期（
一
六
七
三

～
八
一
）
上
方
の
古
浄
瑠
璃
に
種
々
の
工
夫
が
試
み

ら
れ
て
い
た
注

   15
。
そ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
て
言

え
ば
、
宇
治
加
賀
掾
、
山
本
角
太
夫
ら
の
正
本
に

み
え
る
か
ら
く
り
の
技
法
が
、
元
禄
歌
舞
伎
の
源

流
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
一
方
、
水
中
の
大
立
ち
回
り
や
宙
の
り
の
派
手

な
趣
向
に
富
む
上
方
歌
舞
伎
の
舞
台
作
り
は
、
や

が
て
江
戸
の
歌
舞
伎
界
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
怨

霊
事
の
演
出
を
い
っ
そ
う
大
仕
掛
な
も
の
に
変
遷

さ
せ
て
い
く
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
早
川
初
瀬
な

ど
の
上
方
役
者
が
、
元
禄
後
半
に
至
り
、
あ
い
次

い
で
江
戸
に
下
っ
た
こ
と
も
当
時
の
か
ら
く
り
芝
居
の
流
行
色
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
ろ

う
。江
戸
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
水
か
ら
く
り
の
実
態
を
め
ぐ
り
別
の
事
例
に
話
を
す
す
め
よ
う
。

　
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
七
月
、
江
戸
森
田
座
の
『
三
世
道
成
寺
』
は
、
道
成
寺
物
を
歌
舞

伎
に
取
り
込
ん
だ
早
い
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
真
子
庄
司
の
娘
「
白
菊
」（
上
村
吉
三
郎
）
は
、

橘
道
成
の
一
子
「
道
信
」
に
恋
慕
し
、
一
念
が
蛇
に
な
る
。
道
成
寺
に
逃
げ
た
道
信
を
追
い
命

を
奪
う
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
道
信
の
弟
・
道
善
の
異
母
妹
「
満
月
」

に
白
菊
の
妄
執
が
憑
り
つ
き
、
今
度
は
道
善
を
追
い
か
け
て
祟
り
を
な
す
。
こ
れ
に
加
え
、
道

善
の
正
妻
「
待
宵
の
前
」（
歌
村
十
次
郎
）、
白
菊
の
妹
で
道
善
の
愛
人
「
十
六
夜
」（
い
ろ
は
）

の
亡
魂
が
嫉
妬
を
む
き
出
し
に
し
て
三
つ
巴
の
争
い
を
繰
り
広
げ
る
。
お
ど
ろ
に
も
つ
れ
合
う

女
た
ち
の
愛
憎
を
あ
え
て
描
き
出
し
た
背
景
に
は
、
森
田
座
の
若
女
方
を
総
出
演
さ
せ
る
興
行

側
の
意
図
が
あ
っ
た
。上
村
吉
三
郎
を
は
じ
め
と
す
る
人
気
役
者
が
勤
め
る
華
や
か
な
舞
台
は
、

怨
霊
芝
居
に
対
す
る
人
々
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
に
違
い
な
い
。
幽
玄
な
能
の
「
道
成
寺
」

と
は
雰
囲
気
の
異
な
る
、
活
劇
性
の
強
い
歌
舞
伎
風
の
ア
レ
ン
ジ
が
こ
こ
に
完
成
す
る
。
役
者

の
人
気
を
前
面
に
出
し
た
、
か
ら
く
り
満
載
の
舞
台
の
様
子
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　
絵
入
り
狂
言
本
の
内
題
左
脇
に

　
　
付
タ
リ
　
み
ず
か
ら
く
り
中
の
り
川
中
仕
合

　
　
切
　
　
　
大
お
ど
り
座
中
不
残
罷
出
候

と
あ
り
、
本
水
を
張
っ
た
舞
台
の
上
を
飛

び
回
る
蛇
身
の
宙
の
り
（
図
９
上
段
お
よ

び
左
丁
下
段
）
が
芝
居
の
見
所
に
な
っ
て

い
た
の
が
分
か
る
。
ま
た
図
９
の
右
丁
上

段
右
端
に
「
水
ち
う
大
し
や
い
」（
水
中
大

仕
合
）
と
あ
る
の
は
、
川
中
で
斬
り
あ
う

大
立
ち
回
り
の
趣
向
を
指
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
最
後
の
切
（
大
詰
）
の
シ
ー

ン
に
は
、
森
田
座
の
役
者
全
員
に
よ
る
揃

い
踏
み
の
派
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（「
座

中
不
残
罷
出
候
」）
が
仕
組
ま
れ
、
踊
り

の
輪
が
舞
台
の
大
団
円
を
い
や
が
う
え
に

も
盛
り
上
げ
る
。『
三
世
道
成
寺
』
は
上

方
風
の
仕
掛
け
と
大
踊
り
が
江
戸
の
怨
霊

事
に
移
さ
れ
た
記
念
す
べ
き
作
品
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
複
数
の
女
方
役
者
が
生
霊
・
死
霊
と
な
っ
て
絡
み
合
う
趣
向
は
、
軽
業
芸
と
と

も
に
怨
霊
事
の
も
う
ひ
と
つ
の
魅
力
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
正
月
、

江
戸
山
村
座
の
『
頼よ
り

政ま
さ

五ご

葉よ
う
の

松ま
つ

』
の
上
演
時
に
は
、「
あ
や
め
の
前
」（
荻
野
八
重
桐
）
を
中
心

図８　『傾城蓮川』天理本挿絵

図９　『三世道成寺』

演じられ怪異
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高
遠
家
の
若
君
「
民
弥
」（
初
世
坂
田
藤
十
郎
）
は
傾
城
「
道
芝
」
に
溺
れ
て
家
を
捨
て
、
た
め

に
家
督
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
が
起
こ
る
。
落
ち
ぶ
れ
た
民
弥
は
糟
買
い
に
身
を
や
つ
し
、
婚
約

者
の「
か
つ
姫
」（
浅
尾
十
次
郎
）を
訪
ね
る
。
濃
厚
な
濡
れ
事
に
お
よ
ぶ
二
人
の
前
に
妾「
お
み
よ
」

（
嵐
喜
世
三
郎
）の
死
霊
が
立
ち
ふ
さ
が
る
。
足
を
洗
う
盥
が
炎
に
包
ま
れ
、
中
か
ら
現
れ
た
お

み
よ
は
、
か
つ
姫
の
悋
気
ゆ
え
に
命
を
奪
わ
れ
た
無
念
さ
に
身
も
だ
え
し
、
憎
悪
の
言
葉
を
投

げ
つ
け
る
。
絡
み
合
う
男
と
女
の
性
愛
が
死
霊
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
再
会
を
果
た
し

た
か
つ
姫
・
民
弥
の
濡
れ
事
シ
ー
ン
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
狂
言
本
の
叙
述
を
追
っ
て
み
よ
う
注
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。

　
　  

か
つ
姫
は
「
さ
あ
斯か

う
言
う
て
下く
だ

さ
ん
せ
、
や
い
女
房
ど
も
、
そ
ち
は
今
迄
男
持
た
ず
に
、

よ
う
待
つ
て
ゐ
た
、
可か

愛わ
い

者も
の

ぢ
や
と
、
い
う
て
、
抱
い
て
下
さ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
さ
う

い
ひ
ま
す
ぞ
」
と
望
み
の
如ご
と

く
い
ひ
抱だ
き
つ付
け
ば
「
さ
あ
寝
て
下
さ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
奥
へ

行
か
う
」「
い
や
爰こ
こ

が
よ
い
」
と
障
し
や
う

子じ

の
内う
ち

へ
入
り
、
裲う
ち
か
け
ぬ

襠
脱
い
で
打う
ち

敷し

き
、
其そ
の
う上

へ
上あ
が

り

「
さ
あ
爰
へ
ご
ざ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
寝
る
ぢ
や
迄
、
足
に
泥
が
着つ

い
て
ゐ
る
。
洗
う
て
来

ま
せ
う
」
と
井
戸
の
水
汲く
み

上あ

ぐ
れ
ば
、
火く
わ

焔え
ん

な
れ
ど
も
民み
ん

弥や

の
目
に
は
水
と
見
え
、
盥た
ら
ひへ

汲く
み
い入

れ
足
を
漬つ

け
「
な
う
熱
や
此こ
の

水み
づ

は
火
ぢ
や
」
と
い
へ
ば
、
勝か
つ

姫ひ
め

手
を
つ
け
「
な
う
熱

や
〳
〵
、
不ふ

思し

議ぎ

な
事
ぢ
や
」
と
い
ふ
所と
こ
ろへ
、
お
み
よ
が
死
霊
、
盥
の
中う
ち

よ
り
す
つ
く
り

と
現あ
ら
われ

出い
づ

れ
ば
、民
弥
見
て「
や
い
そ
ち
は
国く
に

許も
と

に
残
し
置
い
た
、妾め
か
けの

み
よ
で
は
な
い
か
」

「
な
う
殿と
の

様さ
ま

か
懐な
つ
かし

や
、
お
前ま
へ

の
名
を
借か

つ
て
此こ
の
と
こ
ろ所へ

贋に
せ

者も
の

が
来
て
ゐ
る
と
聞
き
ま
し
た

故ゆ
ゑ

、
是こ
れ

へ
来
て
見
れ
ば
さ
う
で
は
な
う
て
、
誠ま
こ
との
民
弥
様
ぢ
や
よ
な
。
か
つ
姫
怨う
ら

め
し
い
。

俺お
れ

が
殿
様
に
遭あ

は
う
と
い
ふ
を
妬ね
た

み
、
情な
さ
けな

く
も
よ
う
も
俺
を
殺
さ
せ
た
、
此こ
の
う
ら
み怨の

一い
ち

念ね
ん

何い
づ
く処
へ
行
か
う
ぞ
、そ
ち
を
殿
様
と
添そ

は
す
る
事
は
な
ら
ぬ
ぞ
」「
是こ
れ

は
覚お
ぼ

え
の
な
い
事こ
と

を
、

迷め
い

惑わ
く

な
」
と
恐
れ
給
へ
ば
、
民
弥
は
「
扨さ
て

は
そ
ち
は
死
ん
だ
か
、
姫
は
然さ

様よ
う

な
心し
ん

底て
い

な
者

で
は
な
い
、
悪あ
く

人に
ん

共ど
も

が
所し
ょ

為い

で
あ
ら
う
。
可か

愛あ
い

や
〳
〵
怨
を
晴は

ら
せ
よ
」「
い
や
〳
〵
一い
っ

緒し
ょ

ぢ
や
、
殿と
の

様さ
ま

も
憎に
く

い
憎に
く

い
」

　
こ
の
シ
ー
ン
を
描
い
た
絵
入
り
狂
言
本
の
挿
絵
（
図
13
）
は
、
燃
え
る
盥
の
前
に
仁
王
立
ち

す
る
「
て
か
け
お
み
よ
が
し
れ
う
」（
画
中
詞
）
と
怖
れ
お
の
の
く
民
弥
、
か
つ
姫
の
両
人
に
焦

点
を
あ
て
る
。
元
禄
十
五
年
の
役
者
評
判
記
『
役
者
二
挺
三
味
線
』
が
「
一
念
た
ら
ひ
の
中
よ

り
出
て
の
所
作
大
き
に
よ
し
」
と
絶
賛
し
た
見
せ
場
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
元
禄
十
三
年
、
都

万
太
夫
座
の
『
松
風
』
に
井
戸
の
水
が
生
霊
の
仕
業
で
火
焔
と
な
る
趣
向
が
み
え
る
。
近
松
は

の
ち
に
自
作
の
浄
瑠
璃
『
松
風
村
雨
束
帯
鑑
』
に
こ
れ
を
援
用
し
て
い
る
注

   18
。
元
禄
十
三
年
の

こ
ろ
、
近
松
が
都
万
太
夫
座
の
座
付
作
者
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
松
風
』
の
趣
向
取
り
も
大
い

に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
陰
火
を
抜
け
出
る
怨
霊
の
演
技
は
、
の
ち
の

『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
で
有
名
な
「
提
灯
抜
け
」
の

趣
向
に
発
展
し
て
い
く
。
心
内
に
沈
殿
す
る
恨

み
の
情
念
を
、
舞
台
上
に
ゆ
ら
め
く
陰
火
に
象

徴
さ
せ
て
描
く
演
出
の
原
初
的
な
あ
り
よ
う
が

見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
絵
入
狂
言
本
の
別
の
挿
絵
に
は
、「
三
尺

て
ぬ
ぐ
い
」
で
締
め
ら
れ
、
井
戸
に
屍
を
投
げ
込

ま
れ
た
お
み
よ
の
惨
殺
シ
ー
ン
が
み
え
る
。
井

の
底
に
落
と
さ
れ
た
女
霊
と
い
う
点
で
は
、
服

部
論
文
の
指
摘
に
詳
し
い
〈
逆
さ
女
の
霊
異
〉
の

モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
近
松
作
品
の
特
質
は
、
他
の
作
品
を

凌
駕
す
る
圧
倒
的
な
表
現
の
妙
味
に
あ
る
。
激
し
い
憎
悪
を
口
走
る
お
み
よ
の
死
霊
の
心
の
内

は
、
先
に
引
い
た
台
詞
に
続
け
て
、
下
座
の
奏
で
る
「
小
歌
」
の
詞
章
に
引
き
継
が
れ
、
や
る

せ
な
い
恋
の
歌
声
に
転
換
し
て
い
く
。
怨
霊
役
の
嵐
喜
世
三
郎
が
舞
い
踊
る
所
作
事
の
バ
ッ
ク

に
流
れ
る
、
以
下
の
小
歌
を
通
し
て
、
舞
台
上
に
起
き
た
水
火
の
怪
異
と
死
霊
の
恨
み
心
の
連

関
が
観
客
に
向
け
て
明
か
さ
れ
る
注
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。

　
　  

小
歌「
憎に
く

い
ぞ
や
、
ま
た
愛い
と

し
さ
に
腹は
ら

立た
ち

や
。
か
ね
て
夜よ

毎ご
と

に
変か
は

る
も
の
と
は
、
誰た

が
言い
ひ

初そ

め
し
黒
髪
の
、
も
つ
れ
て
解と

け
ぬ
は
の
妬ね
た

ま
し
や
、
殿
は
秋あ
き

野の

の
ま
す
ほ
の
薄す
ヽ
き、

余よ

所そ

へ

靡な
び

く
が
憎に
く

ご
ざ
る
。
い
ふ
に
も
余あ
ま

る
言こ
と

の
葉は

の
、
う
ら
吹
く
風
の
便た
よ

り
さ
へ
、
な
き
魂た
ま

結む
す

ぶ
文ふ
み

と
て
も
、
暮く

る
ゝ
夜よ

毎ご
と

に
寝ね

ら
れ
ね
ば
、
袖そ
で

は
な
ん
〳
〵
〳
〵
〳
〵
な
ん
〳
〵
涙
な
み
だ

に
憂う

き
年と
し

月つ
き

を
え
、
こ
の
年と
し

月つ
き

を
え
。
心
の
水
も
湧わ
き

出い

で
、
却か
へ

つ
て
熱あ
つ

や
苦く
る

し
や
堪た

へ
が

た
や
。
胸む
ね

の
火
の
川か
わ

水み
ず

の
川
、
怨う
ら

み
の
炎
ほ
の
ほ

情な
さ
けの
雫し
ず
く、
空そ
ら

に
は
煙
け
む
り

大だ
い

地ち

は
波な
み

の
、
ち
り

〳
〵
〳
〵
、
男
を
と
こ

一ひ
と

人り

を
二ふ
た

筋す
ぢ

の
。
我わ
れ

よ
人ひ
と

よ
と
争あ
ら
そひ

し
。
女
を
ん
な

心ご
ゝ
ろぞ

は
か
な
さ
よ
」

図13　『傾城壬生大念仏』

演じられ怪異

に
「
女
房
し
の
の
め
」（
袖
崎
か
ほ
る
）、「
白

菊
」（
三
保
木
難
波
）
が
た
が
い
に
も
つ
れ
合

い
、
嫉
妬
の
渦
を
巻
く
女
ど
お
し
の
争
い
を

演
じ
て
い
る
。
絵
入
狂
言
本
の
挿
絵
（
図

10
）
は
、
あ
や
め
の
前
を
脅
か
す
し
の
の
め

の
生
霊
（
右
丁
上
段
）、
橋
上
の
逆
立
ち
（
同

下
段
）、宙
を
舞
う
白
菊
の
亡
魂（
左
丁
上
段
）

な
ど
の
嫉
妬
事
、
軽
業
事
の
名
場
面
を
強
調

す
る
。
ち
な
み
に
本
作
に
は
、
六
十
九
歳
に

な
っ
た
老
名
優
・
山
中
平
九
郎
が
平
清
盛
役

で
登
場
し
、
残
忍
な
殺
し
場
に
往
年
の
実
悪

ぶ
り
を
み
せ
て
い
る
。

　
一
方
、
上
方
で
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

京
都
布
袋
座
の
『
厳
い
つ
く

島し
ま

姫ひ
め

滝た
き

』
で
、
芳
沢
あ

や
め
の
扮
す
る
「
い
も
せ
の
前
」
が
、
滝
の

中
か
ら
現
れ
て
恨
み
言
を
つ
ら
ね
る
「
水
か

ら
く
り
」
に
大
当
た
り
を
と
っ
て
い
る
。
狂

言
本
挿
絵（
図
11
）は「
あ
や
め
大
で
け
」「
水

が
ら
く
り
」
と
し
る
す
。
当
該
部
分
に
あ
た

る
本
文
は
、
胎
内
の
子
を
殺
さ
れ
た
無
念
さ

に
の
た
う
つ
母
幽
霊
の
あ
り
さ
ま
を
次
の
よ

う
に
描
い
て
い
る
注
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。

　
　  

女
の
か
た
ち
あ
ら
は
れ
、
我
は
ゆ
り
若
の
み
だ
い
、
い
も
せ
の
前
、
其
方
べ
つ
ふ
に
頼
ま

れ
、
我
ガ
た
い
な
い
成
ル
子
を
ふ
う
せ
し
、
其
う
ら
み
つ
き
せ
ぬ
ゆ
へ
一
念
是
迄
あ
ら
は

れ
た
り
。

　
い
わ
ゆ
る
「
産う
ぶ

女め

の
怪
」
を
モ
チ
ー
フ
に
用
い
る
脚
色
は
、
後
年
の
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
に

み
る
お
岩
の
造
型
（「
う
ぶ
め
」
の
姿
）
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
演
出
の
原
初
を
考
え
る
う

え
か
ら
も
、
留
意
す
べ
き
特
徴
を
み
せ
て
い
て
興
味
深
い
。

（
四
）
猛
火
の
趣
向
と
心
の
炎

　
水
か
ら
く
り
と
と
も
に
、
上
方
芝
居
に
お
い
て
発
達
し
た
怨
霊
事
の
趣
向
に
、
燃
え
さ
か
る

炎
を
使
っ
た
仕
掛
け
が
思
い
浮
か
ぶ
。
早
い
も
の
で
は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
正
月
、

京
都
早
雲
座
の
『
傾け
い

城せ
い

浅あ
さ

間ま
が

嶽た
け

』
が
当
り
狂
言
と
な
り
「
浅
間
物
」
の
嚆
矢
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
同
十
三
年
正
月
、
京
都
・
藤
十
郎
座
の
『
け
い
せ
い
弘ぐ

誓ぜ
い
の

船ふ
ね

』
で
は
、
寺
に
納
め
た
亡
き
娘

「
お
か
つ
」
の
小
袖
が
燃
え
上
が
り
、
猛
火
の
中
か
ら
長
嶋
庄
之
助
の
演
ず
る
お
か
つ
の
幽
霊

が
現
れ
る
（
図
12
下
段
）。

　
結
局
、
娘
は
「
舟
い
た
の
名
号
」
の

功
力
に
よ
り
成
仏
得
脱
を
得
る
こ
と

と
な
る
。
そ
う
し
た
宗
教
的
大
団
円

を
引
き
立
た
せ
た
の
が
火
炎
の
仕
掛

け
で
あ
り
、
亡
魂
登
場
の
場
に
欠
か

せ
な
い
新
趣
向
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
仏
教
説
話
史
の
見
地
か
ら
付
言
す

れ
ば
、
人
の
邪
念
が
怪
火
と
な
っ
て

現
れ
る
話
は
、
近
世
ご
く
初
期
の
『
奇

異
雑
談
集
』
に
類
型
が
そ
な
わ
る
。
写
本
上
巻
第
五
話
「
久
世
戸
の
蚊
帳
の
中
に
思
の
火
む
ね

よ
り
出
し
事
」
で
は
、
同
じ
蚊
帳
に
寝
る
尼
の
肉
体
に
欲
情
し
た
旅
僧
の
「
小
念
」
が
火
の
玉

と
な
る
。
こ
う
し
た
僧
坊
所
縁
の
説
話
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
、〈
亡
者
の
一
念
が
燃
え
さ
か
る

趣
向
〉
の
位
置
付
け
を
考
え
る
視
点
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
怪
異
の
表
象
は
ジ
ャ
ン

ル
を
超
え
て
民
衆
生
活
の
諸
所
に
顔
を
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
火
炎
の
仕
掛
け
を
特
徴
と
し
た
上
方
系
の
浅
間
物
は
、
荒バ
イ
オ
レ
ン
ス

事
芸
を
好
む
江
戸
の

芸
風
と
異
な
り
、
女
霊
の
嘆
き
を
連
綿
と
つ
づ
る
心
理
描
写
に
秀
で
て
い
た
。
近
松
門
左
衛
門

作
の
『
傾
城
壬
生
大
念
仏
』
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
正
月
の
春
狂
言
と
し
て
京
都
・
都
万
太
夫
座
の
舞
台
に
か
か
っ

た
本
作
は
、
同
年
三
月
の
壬
生
地
蔵
尊
開
帳
を
当
て
込
み
、
壬
生
寺
の
利
益
に
か
ら
め
な
が
ら
、

作
中
に
壬
生
狂
言
を
引
く
と
い
っ
た
作
為
を
み
せ
る
。

図12　『けいせい弘誓船』

図10　『頼政五葉松』図11　『厳島姫滝』
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高
遠
家
の
若
君
「
民
弥
」（
初
世
坂
田
藤
十
郎
）
は
傾
城
「
道
芝
」
に
溺
れ
て
家
を
捨
て
、
た
め

に
家
督
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
が
起
こ
る
。
落
ち
ぶ
れ
た
民
弥
は
糟
買
い
に
身
を
や
つ
し
、
婚
約

者
の「
か
つ
姫
」（
浅
尾
十
次
郎
）を
訪
ね
る
。
濃
厚
な
濡
れ
事
に
お
よ
ぶ
二
人
の
前
に
妾「
お
み
よ
」

（
嵐
喜
世
三
郎
）の
死
霊
が
立
ち
ふ
さ
が
る
。
足
を
洗
う
盥
が
炎
に
包
ま
れ
、
中
か
ら
現
れ
た
お

み
よ
は
、
か
つ
姫
の
悋
気
ゆ
え
に
命
を
奪
わ
れ
た
無
念
さ
に
身
も
だ
え
し
、
憎
悪
の
言
葉
を
投

げ
つ
け
る
。
絡
み
合
う
男
と
女
の
性
愛
が
死
霊
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
再
会
を
果
た
し

た
か
つ
姫
・
民
弥
の
濡
れ
事
シ
ー
ン
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
狂
言
本
の
叙
述
を
追
っ
て
み
よ
う
注
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。

　
　  

か
つ
姫
は
「
さ
あ
斯か

う
言
う
て
下く
だ

さ
ん
せ
、
や
い
女
房
ど
も
、
そ
ち
は
今
迄
男
持
た
ず
に
、

よ
う
待
つ
て
ゐ
た
、
可か

愛わ
い

者も
の

ぢ
や
と
、
い
う
て
、
抱
い
て
下
さ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
さ
う

い
ひ
ま
す
ぞ
」
と
望
み
の
如ご
と

く
い
ひ
抱だ
き
つ付
け
ば
「
さ
あ
寝
て
下
さ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
奥
へ

行
か
う
」「
い
や
爰こ
こ

が
よ
い
」
と
障
し
や
う

子じ

の
内う
ち

へ
入
り
、
裲う
ち
か
け
ぬ

襠
脱
い
で
打う
ち

敷し

き
、
其そ
の
う上

へ
上あ
が

り

「
さ
あ
爰
へ
ご
ざ
ん
せ
」「
そ
ん
な
ら
寝
る
ぢ
や
迄
、
足
に
泥
が
着つ

い
て
ゐ
る
。
洗
う
て
来

ま
せ
う
」
と
井
戸
の
水
汲く
み

上あ

ぐ
れ
ば
、
火く
わ

焔え
ん

な
れ
ど
も
民み
ん

弥や

の
目
に
は
水
と
見
え
、
盥た
ら
ひへ

汲く
み
い入

れ
足
を
漬つ

け
「
な
う
熱
や
此こ
の

水み
づ

は
火
ぢ
や
」
と
い
へ
ば
、
勝か
つ

姫ひ
め

手
を
つ
け
「
な
う
熱

や
〳
〵
、
不ふ

思し

議ぎ

な
事
ぢ
や
」
と
い
ふ
所と
こ
ろへ
、
お
み
よ
が
死
霊
、
盥
の
中う
ち

よ
り
す
つ
く
り

と
現あ
ら
われ

出い
づ

れ
ば
、民
弥
見
て「
や
い
そ
ち
は
国く
に

許も
と

に
残
し
置
い
た
、妾め
か
けの

み
よ
で
は
な
い
か
」

「
な
う
殿と
の

様さ
ま

か
懐な
つ
かし

や
、
お
前ま
へ

の
名
を
借か

つ
て
此こ
の
と
こ
ろ所へ

贋に
せ

者も
の

が
来
て
ゐ
る
と
聞
き
ま
し
た

故ゆ
ゑ

、
是こ
れ

へ
来
て
見
れ
ば
さ
う
で
は
な
う
て
、
誠ま
こ
との
民
弥
様
ぢ
や
よ
な
。
か
つ
姫
怨う
ら

め
し
い
。

俺お
れ

が
殿
様
に
遭あ

は
う
と
い
ふ
を
妬ね
た

み
、
情な
さ
けな

く
も
よ
う
も
俺
を
殺
さ
せ
た
、
此こ
の
う
ら
み怨の

一い
ち

念ね
ん

何い
づ
く処
へ
行
か
う
ぞ
、そ
ち
を
殿
様
と
添そ

は
す
る
事
は
な
ら
ぬ
ぞ
」「
是こ
れ

は
覚お
ぼ

え
の
な
い
事こ
と

を
、

迷め
い

惑わ
く

な
」
と
恐
れ
給
へ
ば
、
民
弥
は
「
扨さ
て

は
そ
ち
は
死
ん
だ
か
、
姫
は
然さ

様よ
う

な
心し
ん

底て
い

な
者

で
は
な
い
、
悪あ
く

人に
ん

共ど
も

が
所し
ょ

為い

で
あ
ら
う
。
可か

愛あ
い

や
〳
〵
怨
を
晴は

ら
せ
よ
」「
い
や
〳
〵
一い
っ

緒し
ょ

ぢ
や
、
殿と
の

様さ
ま

も
憎に
く

い
憎に
く

い
」

　
こ
の
シ
ー
ン
を
描
い
た
絵
入
り
狂
言
本
の
挿
絵
（
図
13
）
は
、
燃
え
る
盥
の
前
に
仁
王
立
ち

す
る
「
て
か
け
お
み
よ
が
し
れ
う
」（
画
中
詞
）
と
怖
れ
お
の
の
く
民
弥
、
か
つ
姫
の
両
人
に
焦

点
を
あ
て
る
。
元
禄
十
五
年
の
役
者
評
判
記
『
役
者
二
挺
三
味
線
』
が
「
一
念
た
ら
ひ
の
中
よ

り
出
て
の
所
作
大
き
に
よ
し
」
と
絶
賛
し
た
見
せ
場
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
元
禄
十
三
年
、
都

万
太
夫
座
の
『
松
風
』
に
井
戸
の
水
が
生
霊
の
仕
業
で
火
焔
と
な
る
趣
向
が
み
え
る
。
近
松
は

の
ち
に
自
作
の
浄
瑠
璃
『
松
風
村
雨
束
帯
鑑
』
に
こ
れ
を
援
用
し
て
い
る
注

   18
。
元
禄
十
三
年
の

こ
ろ
、
近
松
が
都
万
太
夫
座
の
座
付
作
者
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
松
風
』
の
趣
向
取
り
も
大
い

に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
陰
火
を
抜
け
出
る
怨
霊
の
演
技
は
、
の
ち
の

『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
で
有
名
な
「
提
灯
抜
け
」
の

趣
向
に
発
展
し
て
い
く
。
心
内
に
沈
殿
す
る
恨

み
の
情
念
を
、
舞
台
上
に
ゆ
ら
め
く
陰
火
に
象

徴
さ
せ
て
描
く
演
出
の
原
初
的
な
あ
り
よ
う
が

見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
絵
入
狂
言
本
の
別
の
挿
絵
に
は
、「
三
尺

て
ぬ
ぐ
い
」
で
締
め
ら
れ
、
井
戸
に
屍
を
投
げ
込

ま
れ
た
お
み
よ
の
惨
殺
シ
ー
ン
が
み
え
る
。
井

の
底
に
落
と
さ
れ
た
女
霊
と
い
う
点
で
は
、
服

部
論
文
の
指
摘
に
詳
し
い
〈
逆
さ
女
の
霊
異
〉
の

モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
近
松
作
品
の
特
質
は
、
他
の
作
品
を

凌
駕
す
る
圧
倒
的
な
表
現
の
妙
味
に
あ
る
。
激
し
い
憎
悪
を
口
走
る
お
み
よ
の
死
霊
の
心
の
内

は
、
先
に
引
い
た
台
詞
に
続
け
て
、
下
座
の
奏
で
る
「
小
歌
」
の
詞
章
に
引
き
継
が
れ
、
や
る

せ
な
い
恋
の
歌
声
に
転
換
し
て
い
く
。
怨
霊
役
の
嵐
喜
世
三
郎
が
舞
い
踊
る
所
作
事
の
バ
ッ
ク

に
流
れ
る
、
以
下
の
小
歌
を
通
し
て
、
舞
台
上
に
起
き
た
水
火
の
怪
異
と
死
霊
の
恨
み
心
の
連

関
が
観
客
に
向
け
て
明
か
さ
れ
る
注
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。

　
　  

小
歌「
憎に
く

い
ぞ
や
、
ま
た
愛い
と

し
さ
に
腹は
ら

立た
ち

や
。
か
ね
て
夜よ

毎ご
と

に
変か
は

る
も
の
と
は
、
誰た

が
言い
ひ

初そ

め
し
黒
髪
の
、
も
つ
れ
て
解と

け
ぬ
は
の
妬ね
た

ま
し
や
、
殿
は
秋あ
き

野の

の
ま
す
ほ
の
薄す
ヽ
き、

余よ

所そ

へ

靡な
び

く
が
憎に
く

ご
ざ
る
。
い
ふ
に
も
余あ
ま

る
言こ
と

の
葉は

の
、
う
ら
吹
く
風
の
便た
よ

り
さ
へ
、
な
き
魂た
ま

結む
す

ぶ
文ふ
み

と
て
も
、
暮く

る
ゝ
夜よ

毎ご
と

に
寝ね

ら
れ
ね
ば
、
袖そ
で

は
な
ん
〳
〵
〳
〵
〳
〵
な
ん
〳
〵
涙
な
み
だ

に
憂う

き
年と
し

月つ
き

を
え
、
こ
の
年と
し

月つ
き

を
え
。
心
の
水
も
湧わ
き

出い

で
、
却か
へ

つ
て
熱あ
つ

や
苦く
る

し
や
堪た

へ
が

た
や
。
胸む
ね

の
火
の
川か
わ

水み
ず

の
川
、
怨う
ら

み
の
炎
ほ
の
ほ

情な
さ
けの
雫し
ず
く、
空そ
ら

に
は
煙
け
む
り

大だ
い

地ち

は
波な
み

の
、
ち
り

〳
〵
〳
〵
、
男
を
と
こ

一ひ
と

人り

を
二ふ
た

筋す
ぢ

の
。
我わ
れ

よ
人ひ
と

よ
と
争あ
ら
そひ

し
。
女
を
ん
な

心ご
ゝ
ろぞ

は
か
な
さ
よ
」

図13　『傾城壬生大念仏』

演じられ怪異
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花
鳥
を
起お
こ

せ
ば
、
目
を
覚
ま
し
、「
殿
様
は
何い
づ
こ処

へ
ご
ざ
ん
し
た
」
と
書か
き

置お
き

を
見
て
気け

色し
き

変が
は

り
。「
恨
め
し
や
衛
門
様
、
せ
め
て
情な
さ
けら
し
い
言
葉
の
上う
へ

に
て
、
思
ひ
切
れ
と
の
事
な

ら
ば
、
是ぜ

非ひ

添そ

は
う
と
も
い
ふ
ま
い
に
、
だ
ま
し
て
逃
げ
を
つ
た
な
、
此こ
の

一い
ち

念ね
ん

は
何い

つ時
迄ま
で

も
離
れ
は
せ
ぬ
」
と
神し
ん

前ぜ
ん

の
絵え

馬ま

に
掛
け
し
般は
ん

若に
や

の
面め
ん

を
取
つ
て
冠か
む

れ
ば
、
と
ぢ
付
い
て

離
れ
ず
、
さ
な
が
ら
夜や

叉し
や

の
姿
に
て
跡あ
と

を
慕し
た

ひ
追お
つ
か駆
く
る
は
凄す
さ
まじ
か
り
し
次
第
な
り
。

　
憤
怒
の
情
が
昂
じ
て
覆
っ
た
鬼
面
が
離
れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
こ
の
後
の
展
開
は
、
お
伽
草

子
『
磯
崎
』
を
は
じ
め
、
仮
名
草
子
の
『
七
人
比
丘
尼
』、
奇
談
物
浮
世
草
子
の
『
玉
す
だ
れ
』

な
ど
に
散
在
す
る
肉
付
面
説
話
注

   22
の
援
用
で
あ
ろ
う
。
仏
教
唱
導
と
の
関
わ
り
で
は
、
越
前
・

吉
崎
御
坊
に
伝
わ
る
蓮
如
上
人
の
「
嫁
お
ど
し
肉
付
面
」
が
世
俗
に
流
布
し
て
い
る
。
ま
た
、

近
世
演
劇
に
取
り
込
ま
れ
た
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
天
和
頃
（
一
六
八
一
～
八
四
）
の

古
浄
瑠
璃
・
宇
治
加
賀
掾
『
源
海
上
人
』
に
、
面
が
取
れ
な
く
な
っ
た
悪
女
を
念
仏
の
功
徳
で

救
う
段
が
み
え
る
注

   23
。
時
代
は
下
が
る
が
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
大
坂
中
の
芝
居
『
雪

国
嫁よ
め

威お
ど
し

谷だ
に

』
に
北
陸
の
蓮
如
伝
説
に
拠
る
潤
色
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
肉
付
面
説
話
の
息
の
長
い
系
譜
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、『
薄
雪
今
中
将
姫
』
は
、
姉
の
夫

に
恋
慕
す
る
邪
淫
の
女
の
悪
業
を
本
人
の
告
白
に
よ
っ
て
切
々
と
語
ら
せ
る
。
そ
し
て
男
の
裏

切
り
に
心
の
鬼
を
発
動
さ
せ
る
本
作
の
筋
立
て
に
は
、
や
る
せ
な
い
恋
の
心
情
の
吐
露
を
見
所

と
し
た
元
禄
歌
舞
伎
の
常
套
表
現
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　
一
方
、
恋
情
を
表
現
し
て
止
ま
な
い
女
霊
像
の
登
場
は
、
近
松
作
品
に
代
表
さ
れ
る
上
方
芝
居

の
流
行
色
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
井
上
伸
子
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
薄
雪
今
中
将
姫
』は
元
禄

十
一
年
、
京
都
早
雲
座
の『
関
東
小
六
今
様
姿
』の
趣
向
取
り
で
あ
っ
た
注

   24
。
男
の
心
変
わ
り
を

詠
嘆
す
る
原
作
の
高
根
の
前（
芳
沢
あ
や
め
）を
肉
付
面
の
妬
婦
・
花
鳥
に
改
作
し
、
江
戸
の
好

尚
に
か
な
う「
行
動
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
」
を
強
調
し
た
と
み
る
井
上
の
評
価
は
説
得
力
を
も
つ
。

た
し
か
に
上
方
の
怨
霊
事
に
不
可
欠
な
若
女
方
の
優
美
さ
や
、
小
歌
を
挿
入
し
た
所
作
事
の
情
緒

的
演
出
に
比
べ
て
、
江
戸
風
の
デ
イ
モ
ニ
ッ
シ
ュ
な
死
霊
描
写
は
芝
居
の
情
趣
を
違
え
て
い
る
。

　
し
か
し
他
方
で
は
、
醜
怪
な
逆
髪
の
姿
を
嘆
き
、「
斯
様
に
恥
を
曝
し
ま
す
る
心
を
推
量
し

て
下
さ
れ
」
と
泣
い
て
訴
え
る
花
鳥
の
苦
悶
の
深
さ
に
は
、
行
き
つ
戻
り
つ
揺
れ
動
く
、
恋
す

る
女
の
情
感
が
に
じ
む
。
さ
ら
に
は
、
衛
門
の
逃
亡
を
知
り
「
怨
め
し
や
衛
門
様
、
せ
め
て
情

ら
し
い
言
葉
の
上
に
て
、
思
ひ
切
れ
と
の
事
な
ら
ば
」
云
々
と
口
惜
し
さ
に
の
た
う
つ
肉
付
面

の
女
の
哀
れ
な
心
の
内
に
踏
み
込
む
叙
述
は
、
激
し
く
破
壊
的
な
行
動
や
豪
傑
の
妖
魔
退
治
を

好
む
江
戸
根
生
い
の
荒
事
の
気
風
に
見
ら
れ
な
い
、
情
念
重
視
の
指
向
性
を
も
の
が
た
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
江
戸
の
怪
談
芝
居
に
み
る
〈
憂
悶
す
る
女
霊
の
登
場
〉
の
背
景
に
は
、
上
方
よ
り
下
っ
た
若

女
方
の
活
躍
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
述
の
早
川
初
瀬
が
京
か
ら
江
戸
に
移
り
軽
業
芸
で
見
物

の
評
判
と
な
っ
た
の
は
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
以
降
、

江
戸
の
怨
霊
事
は
、
女
の
内
面
を
語
る
抒
情
性
の
獲
得
に
傾
斜
を
み
せ
て
い
く
。

　
そ
れ
で
は
、
本
家
本
元
の
上
方
の
怨
霊
事
に
お
い
て
、
女
霊
た
ち
の
懊
悩
は
ど
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
明
確
に
把
握
す
る
た
め
、
元
禄
の
上
方
歌
舞
伎

に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
「
女
人
蛇
体
」
の
表
現
と
、
化
け
る
女
の
心
奥
描
写
の
混
交
を
考
究
の
俎

上
に
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
六
）
蛇
身
と
邪
恋
の
交
錯

　
元
禄
歌
舞
伎
以
前
の
古
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
す
で
に
か
ら
く
り
技
法
の
導
入
は
積
極
的
に
行

な
わ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
恋
の
執
着
に
と
ら
わ
れ
た
女
の
蛇
身
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
ら
く
り
の
趣
向
を
用
い
て
潤
色
さ
れ
て
い
た
点
は
見
逃
せ
な
い
注

   25
。
延
宝
元

年
（
一
六
七
三
）
の
井
上
播
磨
掾
『
花
か
ざ
ん
い
ん
き
さ
き
あ
ら
そ
い

山
院
后
諍
』
を
嚆
矢
と
す
る
「
后
き
さ
き
あ
ら
そ
い
も
の

諍
物
」（
後う
わ

妻な
り

打う
ち

物も
の

）

に
は
、
蛇
身
と
化
し
て
障
碍
を
な
す
女
房
「
藤
壺
」
の
妄
念
が
類
型
的
に
描
か
れ
、
女
人
蛇
体

の
表
現
の
基
本
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　
歌
舞
伎
に
あ
っ
て
も
、
同
様
の
題
材
が
好
ん
で
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
に
上
演
さ
れ
た
京
都
・
都
万
太
夫
座
の
近
松
作
『
藤
壺
の
怨
霊
』
は
、
古
浄
瑠
璃

の
后
諍
物
を
歌
舞
伎
に
移
し
た
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
は
、「
藤
の
花
が

大
蛇
と
成
る
工
夫
よ
り
、
門
左
衛
門
〳
〵
と
も
て
は
や
」
さ
れ
た
と
い
う
（
寛
延
三
年
・

一
七
五
〇
『
古
今
役
者
大
全
』）。

　
元
禄
期
に
入
る
と
、
若
女
方
の
演
じ
る
女
人
蛇
体
は
、
怨
霊
事
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
見
せ

場
と
な
る
。

　
水
か
ら
く
り
で
有
名
な
前
出
『
三
世
道
成
寺
』
の
場
合
は
、
上
村
吉
三
郎
が
蛇
身
の
満
月
姫

と
な
り
（
図
15
）、
ま
た
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
正
月
、
江
戸
山
村
座
の
『
傾け
い

城せ
い

三み
つ

鱗う
ろ
こ

形か
た

』

で
は
、
下
り
役
者
の
早
川
初
瀬
に
よ
り
、
腰
か
ら
下
の
尻
尾
を
ひ
き
ず
る
紀
州
那
智
の
大
蛇
が

舞
台
に
上
げ
ら
れ
た
（
図
16
）。

演じられ怪異

　
盥
の
水
が
炎
と
変
じ
た
本
当
の
意
味
が
浄
瑠
璃
の
音
曲
に
よ
り
解
き
明
か
さ
れ
る
。
あ
ふ
れ

る
涙
は
「
心
の
水
」
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
、
堪
え
が
た
い
胸
の
う
ち
の
情
炎
ゆ
え
に
、
猛

火
と
な
っ
て
我
が
身
を
焦
が
す
。

　
一
人
の
男
を
争
う
お
の
れ
の
儚は
か
ない

境
遇
を
嘆
く
お
み
よ
の
切
な
さ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
水
火
の

仕
掛
け
が
織
り
な
す
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
演
出
も
、
芝
居
の
醍
醐
味
と
な
り
生
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
珍
奇
な
ケ
レ
ン
味
だ
け
で
は
、
観
客
の
耳
目
と
心
に
訴
え
る
真
の
ド
ラ
マ
た
り
え
な

い
こ
と
を
、
作
者
は
熟
知
し
て
い
た
。
こ
こ
に
至
り
、
眼
前
の
か
ら
く
り
技
巧
と
心
に
響
く
言

葉
の
合
一
化
が
完
了
し
、
怨
霊
芝
居
に
文
芸
と
し
て
の
深
み
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
市
井

の
口
碑
・
伝
承
に
立
ち
現
れ
る
幽
霊
話
と
は
異
質
な
、「
怪
談
文
学
」
へ
の
昇
化
と
い
う
べ
き

創
作
営
為
の
誕
生
で
あ
っ
た
。

　
近
松
は
の
ち
に
芝
居
の
極
意
を
「
虚き
ょ

実じ
つ

皮ひ

膜に
く
の

論ろ
ん

」
に
ま
と
め
て
い
る
。「
芸
と
い
ふ
も
の
は

実
と
虚う
そ

と
の
皮ひ

膜に
く

の
間
に
あ
る
も
の
也
」（
元
文
三
年
・
一
七
三
八
刊
『
難
波
土
産
』
筆
六
条
）

と
の
言
葉
は
、
優
れ
た
ド
ラ
マ
の
創
り
方
を
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
虚
）
と
真
実
（
実
）
の
間
に
求

め
る
芸
道
・
作
劇
論
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
近
松
は
、
虚
の
世
界
を
ま
こ
と
ら
し
く

描
く
の
に
必
要
な
要
素
と
し
て
、「
情
」
を
語
る
言
葉
が
発
す
る
内
的
な
必
然
性
を
あ
げ
る
注
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恋
慕
の
気
持
ち
を
訴
え
る
女
の
口
説
（
ク
ド
キ
）
を
上
手
に
叙
述
す
る
コ
ツ
に
触
れ
て
、
近
松

は
「
実じ
つ

の
女
の
口
よ
り
得
い
は
ぬ
事
を
打
出
し
て
い
ふ
ゆ
へ
、
其
実
情
が
あ
ら
は
る
ゝ
也
」（
同

書
第
四
条
）
と
説
く
。
積
極
的
な
求
愛
の
封
じ
ら
れ
た
江
戸
期
の
現
実
社
会
に
あ
っ
て
、
あ
え

て
女
の
「
情
」
を
切
々
と
語
る
こ
と
に
よ
り
現ま

こ

と
実
味
の
あ
る
虚う

そ構
が
出
来
上
が
る
。
か
よ
う
な

芸
道
観
に
立
脚
す
る
な
ら
、
人
な
ら
ざ
る
幽
霊
で
あ
っ
て
も
、「
情
」
を
語
る
こ
と
で
真
実
の

存
在
と
し
て
認
知
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
女
霊
の
繰
り
言
の
つ
ら
ね
は
、
怨
霊
事
に
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
の
文
芸
、
芸
術
の
香
気
を
付
与
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
元
禄
期
を
境
と
す
る
怪
談
芝
居
の
文
芸
化
が
、
心
内
の
情
の
表
出
を
重
視
す
る
近
松
の
芸
道

論
と
共
鳴
し
な
が
ら
深
化
し
て
い
っ
た
点
は
、
日
本
怪
談
史
の
看
過
で
き
な
い
一
局
面
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
演
劇
の
果
た
し
た
役
割
の
重
み
が
見
え
隠
れ
す
る
。

（
五
）
嘆
き
の
肉
付
面

　
上
方
に
生
ま
れ
た
心
情
重
視
の
怨
霊
事
の
テ
イ
ス
ト
は
、
や
が
て
江
戸
の
芝
居
小
屋
に
移
さ

れ
、
模
倣
作
を
世
に
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
先
駆
け
は
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
三
月
、

山
村
座
の
『
薄う

す
ゆ
き雪
今い
ま

中ち
ゅ
う
じ
ょ
う将
姫ひ
め

』
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
髪
の
逆
立
つ
奇
病
の
た
め
に「
薗
部
衛
門
」に
遠
ざ
け
ら
れ
た「
花
鳥
の
前
」（
生
島
大
吉
）は
、

衛
門
の
正
室
で
実
の
姉
の
「
薄
雪
」
に
嫉
妬
す
る
。
じ
つ
は
逆
髪
の
病
に
罹
っ
た
の
も
、
姉
の

連
れ
合
い
に
思
い
を
寄
せ
る
道
な
ら
ぬ
恋
の
報
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
実
を
明
か
す
花
鳥
の
懺

悔
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
注
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只た
だ

あ
さ
ま
し
い
は
お
れ
が
身
ぢ
や
。
恥は
づ

か
し
な
が
ら
懺さ
ん

悔げ

し
ま
せ
う
。
何い

つ時
の
頃こ
ろ

よ
り
か

衛え

門も
ん

様さ
ま

に
心
を
か
け
、
姉あ
ね

様さ
ま

と
夫ふ
う

婦ふ

中な
か

の
よ
い
の
を
見
る
た
び
に
、
え
ゝ
羨
う
ら
や
まし
や
、
妬ね
た

ま

し
や
。
姉
に
生
れ
た
ら
ば
、
衛
門
様
を
お
れ
が
添そ

は
う
も
の
を
口く
ち
を惜

し
や
と
、
思
ひ
〳
〵

て
暮
し
ま
し
た
れ
ば
、
あ
る
夜
の
夢
に
、
さ
も
恐
ろ
し
き
獄ご
く

卒そ
つ

来き
た

つ
て
、
姉
の
夫
に
心
を

掛か

け
る
邪じ
や

淫い
ん

の
罪つ
み

、
等と
う

活か
つ

地ち

獄ご
く

へ
堕お
と

す
ぞ
と
此こ
の

黒く
ろ

髪か
み

を
取
つ
て
引ひ
き

上あ

げ
る
を
、
あ
ゝ
悲
し

や
と
声
を
立
て
る
と
思
へ
ば
、
夢ゆ
め

覚さ

め
て
、
鏡
に
向む
か

へ
ば
あ
さ
ま
し
や
此こ
の

如ご
と

く
の
姿
に
な

り
。
撫な

づ
れ
ど
梳け
づ

れ
ど
髪
は
し
な
は
ず
、
詮せ
ん

方か
た

な
さ
に
此こ
の

貴き

船ふ
ね

に
詣も
う

で
、
病
や
ま
い

本ほ
ん

復ぷ
く

の
祈き

誓せ
い

と
い
ふ
は
偽い
つ
わり

、命い
の
ちを

取と

っ
て
給た
ま

は
れ
と
立り
ふ

願が
ん

す
れ
ど
も
つ
れ
な
き
命
を
死
に
も
や
ら
ず
。

斯か

様よ
う

に
恥は
ぢ

を
曝さ
ら

し
ま
す
る
心
を
推す
い

量り
や
うし
て
下く
だ

さ
れ
。

　
花
鳥
は
、
邪
淫
の
罪
を
責
め
る
夢
に
よ
り
、
逆

髪
の
姿
に
変
じ
た
原
因
が
お
の
れ
の
道
な
ら
ぬ
恋

に
あ
る
と
悟
っ
た
い
き
さ
つ
を
語
り
、
そ
し
て
病

本
復
の
祈
願
に
み
せ
か
け
て
死
を
望
ん
だ
の
に
、

死
に
切
れ
な
い
我
が
身
を
嘆
い
て
涙
に
く
れ
る
。

花
鳥
の
奇
病
じ
た
い
は
、
直
接
に
は
能
「
蝉
丸
」

の
「
逆
髪
の
女
」
に
材
を
得
た
潤
色
で
あ
ろ
う
。

原
作
の
設
定
に
姉
の
良
人
に
懸
想
す
る
罪
科
の
報

い
と
い
う
筋
立
て
を
付
け
加
え
た
と
こ
ろ
に
、
本

作
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
一
方
、
衛
門
は
、
花
鳥
を
寝
か
し
付
け
る
と
、

祝
言
の
約
束
を
反
故
に
し
、
書
き
置
き
を
残
し
て

逃
亡
す
る
。つ
れ
な
い
仕
打
ち
に
怒
っ
た
花
鳥
は
、

般
若
の
面
を
か
ぶ
り
、
夜
叉
の
姿
と
な
っ
て
跡
を
追
う
（
図
14
）。

図14　『薄雪今中将姫』
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花
鳥
を
起お
こ

せ
ば
、
目
を
覚
ま
し
、「
殿
様
は
何い
づ
こ処

へ
ご
ざ
ん
し
た
」
と
書か
き

置お
き

を
見
て
気け

色し
き

変が
は

り
。「
恨
め
し
や
衛
門
様
、
せ
め
て
情な
さ
けら

し
い
言
葉
の
上う
へ

に
て
、
思
ひ
切
れ
と
の
事
な

ら
ば
、
是ぜ

非ひ

添そ

は
う
と
も
い
ふ
ま
い
に
、
だ
ま
し
て
逃
げ
を
つ
た
な
、
此こ
の

一い
ち

念ね
ん

は
何い

つ時
迄ま
で

も
離
れ
は
せ
ぬ
」
と
神し
ん

前ぜ
ん

の
絵え

馬ま

に
掛
け
し
般は
ん

若に
や

の
面め
ん

を
取
つ
て
冠か
む

れ
ば
、
と
ぢ
付
い
て

離
れ
ず
、
さ
な
が
ら
夜や

叉し
や

の
姿
に
て
跡あ
と

を
慕し
た

ひ
追お
つ
か駆

く
る
は
凄す
さ
まじ

か
り
し
次
第
な
り
。

　
憤
怒
の
情
が
昂
じ
て
覆
っ
た
鬼
面
が
離
れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
こ
の
後
の
展
開
は
、
お
伽
草

子
『
磯
崎
』
を
は
じ
め
、
仮
名
草
子
の
『
七
人
比
丘
尼
』、
奇
談
物
浮
世
草
子
の
『
玉
す
だ
れ
』

な
ど
に
散
在
す
る
肉
付
面
説
話
注
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の
援
用
で
あ
ろ
う
。
仏
教
唱
導
と
の
関
わ
り
で
は
、
越
前
・

吉
崎
御
坊
に
伝
わ
る
蓮
如
上
人
の
「
嫁
お
ど
し
肉
付
面
」
が
世
俗
に
流
布
し
て
い
る
。
ま
た
、

近
世
演
劇
に
取
り
込
ま
れ
た
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
天
和
頃
（
一
六
八
一
～
八
四
）
の

古
浄
瑠
璃
・
宇
治
加
賀
掾
『
源
海
上
人
』
に
、
面
が
取
れ
な
く
な
っ
た
悪
女
を
念
仏
の
功
徳
で

救
う
段
が
み
え
る
注
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時
代
は
下
が
る
が
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
大
坂
中
の
芝
居
『
雪

国
嫁よ
め

威お
ど
し

谷だ
に

』
に
北
陸
の
蓮
如
伝
説
に
拠
る
潤
色
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
肉
付
面
説
話
の
息
の
長
い
系
譜
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、『
薄
雪
今
中
将
姫
』
は
、
姉
の
夫

に
恋
慕
す
る
邪
淫
の
女
の
悪
業
を
本
人
の
告
白
に
よ
っ
て
切
々
と
語
ら
せ
る
。
そ
し
て
男
の
裏

切
り
に
心
の
鬼
を
発
動
さ
せ
る
本
作
の
筋
立
て
に
は
、
や
る
せ
な
い
恋
の
心
情
の
吐
露
を
見
所

と
し
た
元
禄
歌
舞
伎
の
常
套
表
現
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　
一
方
、
恋
情
を
表
現
し
て
止
ま
な
い
女
霊
像
の
登
場
は
、
近
松
作
品
に
代
表
さ
れ
る
上
方
芝
居

の
流
行
色
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
井
上
伸
子
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
薄
雪
今
中
将
姫
』は
元
禄

十
一
年
、
京
都
早
雲
座
の『
関
東
小
六
今
様
姿
』の
趣
向
取
り
で
あ
っ
た
注
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男
の
心
変
わ
り
を

詠
嘆
す
る
原
作
の
高
根
の
前（
芳
沢
あ
や
め
）を
肉
付
面
の
妬
婦
・
花
鳥
に
改
作
し
、
江
戸
の
好

尚
に
か
な
う「
行
動
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
」
を
強
調
し
た
と
み
る
井
上
の
評
価
は
説
得
力
を
も
つ
。

た
し
か
に
上
方
の
怨
霊
事
に
不
可
欠
な
若
女
方
の
優
美
さ
や
、
小
歌
を
挿
入
し
た
所
作
事
の
情
緒

的
演
出
に
比
べ
て
、
江
戸
風
の
デ
イ
モ
ニ
ッ
シ
ュ
な
死
霊
描
写
は
芝
居
の
情
趣
を
違
え
て
い
る
。

　
し
か
し
他
方
で
は
、
醜
怪
な
逆
髪
の
姿
を
嘆
き
、「
斯
様
に
恥
を
曝
し
ま
す
る
心
を
推
量
し

て
下
さ
れ
」
と
泣
い
て
訴
え
る
花
鳥
の
苦
悶
の
深
さ
に
は
、
行
き
つ
戻
り
つ
揺
れ
動
く
、
恋
す

る
女
の
情
感
が
に
じ
む
。
さ
ら
に
は
、
衛
門
の
逃
亡
を
知
り
「
怨
め
し
や
衛
門
様
、
せ
め
て
情

ら
し
い
言
葉
の
上
に
て
、
思
ひ
切
れ
と
の
事
な
ら
ば
」
云
々
と
口
惜
し
さ
に
の
た
う
つ
肉
付
面

の
女
の
哀
れ
な
心
の
内
に
踏
み
込
む
叙
述
は
、
激
し
く
破
壊
的
な
行
動
や
豪
傑
の
妖
魔
退
治
を

好
む
江
戸
根
生
い
の
荒
事
の
気
風
に
見
ら
れ
な
い
、
情
念
重
視
の
指
向
性
を
も
の
が
た
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
江
戸
の
怪
談
芝
居
に
み
る
〈
憂
悶
す
る
女
霊
の
登
場
〉
の
背
景
に
は
、
上
方
よ
り
下
っ
た
若

女
方
の
活
躍
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
述
の
早
川
初
瀬
が
京
か
ら
江
戸
に
移
り
軽
業
芸
で
見
物

の
評
判
と
な
っ
た
の
は
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
以
降
、

江
戸
の
怨
霊
事
は
、
女
の
内
面
を
語
る
抒
情
性
の
獲
得
に
傾
斜
を
み
せ
て
い
く
。

　
そ
れ
で
は
、
本
家
本
元
の
上
方
の
怨
霊
事
に
お
い
て
、
女
霊
た
ち
の
懊
悩
は
ど
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
明
確
に
把
握
す
る
た
め
、
元
禄
の
上
方
歌
舞
伎

に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
「
女
人
蛇
体
」
の
表
現
と
、
化
け
る
女
の
心
奥
描
写
の
混
交
を
考
究
の
俎

上
に
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
六
）
蛇
身
と
邪
恋
の
交
錯

　
元
禄
歌
舞
伎
以
前
の
古
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
す
で
に
か
ら
く
り
技
法
の
導
入
は
積
極
的
に
行

な
わ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
恋
の
執
着
に
と
ら
わ
れ
た
女
の
蛇
身
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
ら
く
り
の
趣
向
を
用
い
て
潤
色
さ
れ
て
い
た
点
は
見
逃
せ
な
い
注
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延
宝
元

年
（
一
六
七
三
）
の
井
上
播
磨
掾
『
花
か
ざ
ん
い
ん
き
さ
き
あ
ら
そ
い

山
院
后
諍
』
を
嚆
矢
と
す
る
「
后
き
さ
き
あ
ら
そ
い
も
の

諍
物
」（
後う
わ

妻な
り

打う
ち

物も
の

）

に
は
、
蛇
身
と
化
し
て
障
碍
を
な
す
女
房
「
藤
壺
」
の
妄
念
が
類
型
的
に
描
か
れ
、
女
人
蛇
体

の
表
現
の
基
本
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　
歌
舞
伎
に
あ
っ
て
も
、
同
様
の
題
材
が
好
ん
で
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
に
上
演
さ
れ
た
京
都
・
都
万
太
夫
座
の
近
松
作
『
藤
壺
の
怨
霊
』
は
、
古
浄
瑠
璃

の
后
諍
物
を
歌
舞
伎
に
移
し
た
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
は
、「
藤
の
花
が

大
蛇
と
成
る
工
夫
よ
り
、
門
左
衛
門
〳
〵
と
も
て
は
や
」
さ
れ
た
と
い
う
（
寛
延
三
年
・

一
七
五
〇
『
古
今
役
者
大
全
』）。

　
元
禄
期
に
入
る
と
、
若
女
方
の
演
じ
る
女
人
蛇
体
は
、
怨
霊
事
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
見
せ

場
と
な
る
。

　
水
か
ら
く
り
で
有
名
な
前
出
『
三
世
道
成
寺
』
の
場
合
は
、
上
村
吉
三
郎
が
蛇
身
の
満
月
姫

と
な
り
（
図
15
）、
ま
た
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
正
月
、
江
戸
山
村
座
の
『
傾け
い

城せ
い

三み
つ

鱗う
ろ
こ

形か
た

』

で
は
、
下
り
役
者
の
早
川
初
瀬
に
よ
り
、
腰
か
ら
下
の
尻
尾
を
ひ
き
ず
る
紀
州
那
智
の
大
蛇
が

舞
台
に
上
げ
ら
れ
た
（
図
16
）。
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か
つ
姫
が
一
念
、
た
け
十
丈
の
姿
に
て
、
も
ん
の
上
よ
り
「
是
民
弥
様
　
聞
へ
ぬ
」
と
　

う
ら
み
を
い
へ
ば
　
道
し
ば
は
「
と
て
も
こ
よ
ひ
か
ぎ
り
の
命
。
内
へ
入
　
た
い
め
ん
あ

れ
」
と
。
門
を
ひ
ら
け
ば
　
つ
ね
の
せ
い
と
成
内
へ
入
。
道
し
ば
と
心
中
し
て
し
ぬ
る
と

心
へ
　
い
か
り
を
な
せ
ば
。
又
せ
い
た
か
く
成
。
民
弥
あ
い
口
に
て
つ
き
と
を
せ
ば
姿
き

へ
う
す
る
。

　
背
高
女
の
物
理
的
な
演
じ
方
に
、

ど
の
よ
う
な
技
法
を
用
い
た
の
か

定
か
で
な
い
も
の
の
、
第
一
幕
で
、

腰
元
役
の
役
者
を
姫
の
着
物
の
裾

に
入
れ
て
長
蛇
に
見
立
て
て
い
る

と
こ
ろ
を
み
る
と
、
何
ら
か
の
人

為
的
な
仕
掛
け
を
加
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
の
一

念
の
激
し
さ
が
、
身
体
の
外
見
を

変
化
さ
せ
る
表
現
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
心
の
内
奥
を
暴
き
出
す
叙
述
方
法
は
、
第
一
幕
の
長
蛇
の

登
場
場
面
に
も
生
か
さ
れ
て
い
て
、
近
松
劇
の
斬
新
な
作ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

劇
法
と
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
高
遠
家
の
忠
臣
「
彦
六
」
は
道
芝
に
溺
れ
る
民
弥
を
か
つ
姫
の
も
と
に
戻
そ
う
と
し
て
一
計

を
案
ず
る
。
す
な
わ
ち
獅
子
舞
の
要
領
で
腰
元
を
裾
に
入
れ
た
蛇
の
作
り
も
の
を
用
意
し
、
こ

れ
を
殿
と
愛
人
の
居
る
座
敷
に
出
し
て
恨
み
言
を
い
わ
せ
る
。
怨
み
の
蛇
身
の
祟
り
に
み
せ
か

け
て
殿
の
翻
意
を
う
な
が
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
く
ろ
み
を
知
っ
た
か
つ
姫
は
、「
人
に

い
は
し
て
は
心
も
と
な
い
、お
れ
が
成
て
ゆ
か
ふ
」と
自
分
か
ら
蛇
の
真
似
を
引
き
受
け
る
。七
、

八
人
の
腰
元
を
打
ち
か
け
の
裾
に
も
ぐ
ら
せ
て
長
蛇
の
尻
尾
を
こ
し
ら
え
る
と
、
か
つ
姫
は
彦

六
を
相
手
に
「
じ
や
の
ま
ね
」
の
稽
古
を
始
め
る
。〈
執
念
の
蛇
〉
に
な
り
き
る
姫
が
思
い
の
丈た
け

を
吐
き
出
し
て
い
う
注
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な
ふ
民
弥
様
　
聞
へ
ぬ
。
道
し
ば
ゆ
へ
に
云
名
付
の
私
を
お
す
て
な
さ
れ
、
る
ら
う
の
身

と
な
ら
せ
給
ひ
　
私
が
所
共
し
ら
ず
。
か
す
か
い
の
姿
で
御
入
な
さ
れ
た
。
何
と
ぞ
と
ゞ

め
ま
せ
ん
と
色
々
と
申
。
夫
婦
と
云
し
る
し
に
　
一
ど
あ
ふ
て
下
さ
れ
と
申
た
れ
ば
。
其

こ
と
ば
か
有
と
有
て
、
私
が
へ
や
へ
一
ど
な
ら
で
は
御
入
な
さ
れ
ぬ
。
そ
れ
は
あ
ま
り

ど
う
よ
く
じ
や
。
お
も
て
へ
こ
そ
あ
ら
は
さ
ね
。
な
い
し
ん
は
　
じ
や
に
成
て
ゐ
ま
す
る

は
い
の

　
そ
う
言
っ
て
睨
む
目
付
き
の
凄
ま
じ
さ
と
、
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
に
、
彦
六
は
覚
え
ず
身
構
え

太
刀
に
手
を
か
け
る
。
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
か
つ
姫
の
身
に
異
変
が
起
き
る
。

　
　  

に
ら
み
給
ふ
目
つ
き
　
す
さ
ま
じ
く
。彦
六
き
み
わ
る
く
　
た
ち
に
手
を
か
け
ゐ
る
所
に
。

た
ち
ま
ち
か
し
ら
に
つ
の
出
れ
ば
。る
り
姫
女
房
は「
な
ふ
こ
は
や
」と
　
お
く
へ
に
げ
入
。

　
　  

こ
し
も
と
共
は
「
扨
も
あ
つ
い
事
や
、
先
や
す
ま
し
や
ん
せ
」
と
皆
〳
〵
打
か
け
の
下
よ

り
か
ほ
出
し
、
是
も
見
「
な
ふ
お
そ
ろ
し
や
」
と
皆
に
げ
て
入
に
け
る
。

　
内
心
は
蛇
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
が
早
い
か
、
か
つ
姫
の
頭
に
正
真
の
角
が
生
じ
、
本
物

の
蛇
身
に
変
化
し
て
い
く
（
図
19
）。
偏
愛
の

女
の
心
根
は
両
角
の
怪
異
と
な
っ
て
外
貌
に
立

ち
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ

た
人
々
は
異
形
に
打
ち
震
え
て
逃
げ
失
せ
る
。

何
も
知
ら
な
い
打
ち
か
け
の
下
の
腰
元
た
ち
は

「
暑
い
暑
い
」
と
顔
を
出
し
、
こ
れ
も
驚
き
逃

走
す
る
。
不
気
味
な
中
に
滑
稽
味
の
漂
う
異
様

な
舞
台
が
観
客
の
眼
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た

　
ひ
と
ま
ず
そ
の
場
を
繕
う
彦
六
の
言
葉
に
な

だ
め
す
か
さ
れ
、
頭
の
角
が
消
え
る
。
か
つ
姫

は
「
扨
々
む
ね
が
あ
つ
い
」
と
手
水
鉢
の
水
を

呑
み
ほ
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
妖
異
を
あ
ら

わ
す
女
を
殿
に
ひ
き
会
わ
せ
る
わ
け
に
い
か
ぬ
、
と
強
く
心
に
思
う
忠
義
の
臣
・
彦
六
で
あ
っ

た
。
か
く
し
て
彦
六
は
心
中
を
よ
そ
お
い
つ
つ
姫
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
決
意
す
る
が
、
不

首
尾
に
お
わ
り
、
腹
を
切
る
は
め
に
な
る
。
こ
の
あ
と
舞
台
は
、
蛇
身
露
見
の
一
件
を
姫
に
明

か
し
て
諭
す
彦
六
の
最
期
の
言
葉
へ
と
続
く
注
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図18　『女郎来迎柱』その１　背高女の場

図19　『女郎来迎柱』その二　蛇の真似の場

演じられ怪異

図15　『三世道成寺』 

図16　『傾城三鱗形』

　
と
こ
ろ
で
、
蛇
身
の
女
の
脚
色
に
あ
た
り
、
軽
業
芸
の
他
に
ど
の
よ
う
な
新
奇
な
演
出
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
を
知
る
て
が
か
り
を
求
め
て
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）

正
月
、
大
坂
岩
井
半
四
郎
座
の
二
の
替
り
『
け
い
せ
い
夫め
お
と
が妻
池い
け

』
に
着
目
し
て
み
た
い
。

　
本
作
は
近
松
作
の
『
傾
城
壬
生
大
念
仏
』
と
同
じ
く
当
年
三
月
の
京
都
の
壬
生
寺
の
延
命
地

蔵
尊
開
帳
を
当
て
込
ん
だ
も
の
で
、三
番
続
き
の
上
之
巻「
洛
陽
の
桜
」は『
傾
城
壬
生
大
念
仏
』

を
狂
言
取
り
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
之
巻
以
降

は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新
作
で
あ
る
。
と
く
に
中
之
巻
「
難
波
の
梅
」
に
用
い
た
「
長な
が
へ
び蛇

の
趣
向
」
が

こ
の
興
行
の
看
板
と
な
っ
た
注
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す
な
わ
ち
中
之
巻
に
お
い
て
、
水
木
辰
之
助
の
「
花
崎
幽
霊
」
は
女
夫
池
の
大
蛇
に
変
じ
て

京
極
壬
生
丞
を
苦
し
め
る
。
こ
の
場
面
が
当
時
の
巷
間
に
流
伝
し
た
蛇
妖
の
噂
に
想
を
得
た
潤

色
と
み
ら
れ
る
点
は
、
蛇
身
の
趣
向
の
当
代
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

土
田
衛
に
よ
れ
ば
、
本
作
狂
言
本
の
見
返
し
の
タ
イ
ト
ル
右
脇
に
「
町
中
ゑ
さ
う
し
の
長
蛇
物

か
た
り
」と
あ
り（
図
17
）、　
加
え
て
前
年
の
元
禄
十
四
年
に
都
万
太
夫
座
で
上
演
さ
れ
た『
竜

門
滝
』に
も
、生
島
新
五
郎
が
二
十
尋
の
大
蛇
と
な
っ
て
姫
を
助
け
る
シ
ー
ン
が
そ
な
わ
る（『
女

大
名
丹
前
能
』）
と
い
う
注
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こ
れ
ら
の
情
報
を
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
、
世
俗
に
取
り
沙
汰
さ

れ
た
「
長
蛇
物
か
た
り
」
が
一
連
の
歌
舞
伎
作
品
の
素
材
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
や
は
り
元
禄
十
四
年
の
『
日に
ほ
ん
ぎ
す
さ
の
お
の
み
こ
と

本
紀
素
蓋
鳴
尊
』（
三
月
、
大
坂
片
岡
座
）
に
「
八
ツ
面
の
大

蛇
を
十
二
人
に
て
つ
か
ひ
好
評
」（『
役
者
略
請
状
』）
と
あ
り
、
数
人
が
か
り
で
操
る
よ
う
な
大

掛
か
り
な
蛇
婦
の
作
り
物
が
見
物
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
の
が
分
か
る
。

　
も
っ
と
も
、
真
に
注
目
す
べ

き
は
、
珍
奇
な
趣
向
じ
た
い
で

は
な
く
、
む
し
ろ
大
蛇
出
現
の

動
機
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元

禄
歌
舞
伎
に
あ
っ
て
は
、
女
た

ち
の
心
に
潜
む
よ
こ
し
ま
な
恋

の
妄
念
や
執
着
の
深
さ
が
我
が

身
を
蛇
に
変
え
る
結
果
を
も
た

ら
す
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
強
調
が
、
怨
霊

事
、
嫉
妬
事
を
特
徴
付
け
る
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
で
は
、
元
禄
歌
舞
伎
に
展
開
し
た
蛇
身
と
邪
恋
の
交
錯
は
、
い
か
な
る
表
現
を
み
せ
た
の
か
。

そ
の
あ
た
り
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
。

（
七
）「
蛇
の
ま
ね
」
か
ら
出
た
ま
こ
と

　
近
松
が
『
傾
城
壬
生
大
念
仏
』
の
後
日
狂
言
（
改
作
劇
）
と
し
て
書
い
た
『
女じ
よ

郎ろ
う

来ら
い

迎ご
う

柱は
し
ら』（

元

禄
一
五
年
、
都
万
太
夫
座
）
も
、
長
蛇
の
趣
向
を
大
幅
に
取
り
入
れ
た
作
柄
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
本
作
の
場
合
は
、
妬
む
心
の
強
弱
の
度
合
い
に
よ
り
、
女
霊
の
背
た
け
が
大
小
に
変
化
す
る

と
い
う
珍
奇
な
工
夫
を
加
え
た
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
長
蛇
物
に
な
い
新
た
な
演
出
効
果

を
発
揮
し
て
い
る
。

　
遊
女
「
道
芝
」
に
入
れ
あ
げ
る
「
高
遠
民
弥
」
に
対
し
、
言
い
な
づ
け
の
「
か
つ
姫
」（
浅
尾
十

次
郎
）
は
悋
気
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
第
二
幕
で
は
、
民
弥
と
道
芝
の
前
に
か
つ
姫
の
一
念
が
化

け
て
出
て
、
丈
十
丈
の
「
背
高
女
」
と
な
っ
て
門
の
上
か
ら
恨
み
言
を
い
う
（
図
18
）。
こ
の
時
、

怒
り
と
安
堵
の
感
情
の
落
差
を
反
映
す
る
が
ご
と
く
に
、
女
の
背
が
伸
び
縮
み
す
る
。
長
蛇
の

仕
掛
け
の
応
用
と
目
さ
れ
る
怪
異
の
描
写
を
狂
言
本
よ
り
抜
き
出
し
て
み
る
注
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図17　『けいせい夫婦池』狂言本見返し
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か
つ
姫
が
一
念
、
た
け
十
丈
の
姿
に
て
、
も
ん
の
上
よ
り
「
是
民
弥
様
　
聞
へ
ぬ
」
と
　

う
ら
み
を
い
へ
ば
　
道
し
ば
は
「
と
て
も
こ
よ
ひ
か
ぎ
り
の
命
。
内
へ
入
　
た
い
め
ん
あ

れ
」
と
。
門
を
ひ
ら
け
ば
　
つ
ね
の
せ
い
と
成
内
へ
入
。
道
し
ば
と
心
中
し
て
し
ぬ
る
と

心
へ
　
い
か
り
を
な
せ
ば
。
又
せ
い
た
か
く
成
。
民
弥
あ
い
口
に
て
つ
き
と
を
せ
ば
姿
き

へ
う
す
る
。

　
背
高
女
の
物
理
的
な
演
じ
方
に
、

ど
の
よ
う
な
技
法
を
用
い
た
の
か

定
か
で
な
い
も
の
の
、
第
一
幕
で
、

腰
元
役
の
役
者
を
姫
の
着
物
の
裾

に
入
れ
て
長
蛇
に
見
立
て
て
い
る

と
こ
ろ
を
み
る
と
、
何
ら
か
の
人

為
的
な
仕
掛
け
を
加
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
の
一

念
の
激
し
さ
が
、
身
体
の
外
見
を

変
化
さ
せ
る
表
現
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
心
の
内
奥
を
暴
き
出
す
叙
述
方
法
は
、
第
一
幕
の
長
蛇
の

登
場
場
面
に
も
生
か
さ
れ
て
い
て
、
近
松
劇
の
斬
新
な
作ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

劇
法
と
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
高
遠
家
の
忠
臣
「
彦
六
」
は
道
芝
に
溺
れ
る
民
弥
を
か
つ
姫
の
も
と
に
戻
そ
う
と
し
て
一
計

を
案
ず
る
。
す
な
わ
ち
獅
子
舞
の
要
領
で
腰
元
を
裾
に
入
れ
た
蛇
の
作
り
も
の
を
用
意
し
、
こ

れ
を
殿
と
愛
人
の
居
る
座
敷
に
出
し
て
恨
み
言
を
い
わ
せ
る
。
怨
み
の
蛇
身
の
祟
り
に
み
せ
か

け
て
殿
の
翻
意
を
う
な
が
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
く
ろ
み
を
知
っ
た
か
つ
姫
は
、「
人
に

い
は
し
て
は
心
も
と
な
い
、お
れ
が
成
て
ゆ
か
ふ
」と
自
分
か
ら
蛇
の
真
似
を
引
き
受
け
る
。七
、

八
人
の
腰
元
を
打
ち
か
け
の
裾
に
も
ぐ
ら
せ
て
長
蛇
の
尻
尾
を
こ
し
ら
え
る
と
、
か
つ
姫
は
彦

六
を
相
手
に
「
じ
や
の
ま
ね
」
の
稽
古
を
始
め
る
。〈
執
念
の
蛇
〉
に
な
り
き
る
姫
が
思
い
の
丈た
け

を
吐
き
出
し
て
い
う
注
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。

　
　  

な
ふ
民
弥
様
　
聞
へ
ぬ
。
道
し
ば
ゆ
へ
に
云
名
付
の
私
を
お
す
て
な
さ
れ
、
る
ら
う
の
身

と
な
ら
せ
給
ひ
　
私
が
所
共
し
ら
ず
。
か
す
か
い
の
姿
で
御
入
な
さ
れ
た
。
何
と
ぞ
と
ゞ

め
ま
せ
ん
と
色
々
と
申
。
夫
婦
と
云
し
る
し
に
　
一
ど
あ
ふ
て
下
さ
れ
と
申
た
れ
ば
。
其

こ
と
ば
か
有
と
有
て
、
私
が
へ
や
へ
一
ど
な
ら
で
は
御
入
な
さ
れ
ぬ
。
そ
れ
は
あ
ま
り

ど
う
よ
く
じ
や
。
お
も
て
へ
こ
そ
あ
ら
は
さ
ね
。
な
い
し
ん
は
　
じ
や
に
成
て
ゐ
ま
す
る

は
い
の

　
そ
う
言
っ
て
睨
む
目
付
き
の
凄
ま
じ
さ
と
、
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
に
、
彦
六
は
覚
え
ず
身
構
え

太
刀
に
手
を
か
け
る
。
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
か
つ
姫
の
身
に
異
変
が
起
き
る
。

　
　  

に
ら
み
給
ふ
目
つ
き
　
す
さ
ま
じ
く
。彦
六
き
み
わ
る
く
　
た
ち
に
手
を
か
け
ゐ
る
所
に
。

た
ち
ま
ち
か
し
ら
に
つ
の
出
れ
ば
。る
り
姫
女
房
は「
な
ふ
こ
は
や
」と
　
お
く
へ
に
げ
入
。

　
　  

こ
し
も
と
共
は
「
扨
も
あ
つ
い
事
や
、
先
や
す
ま
し
や
ん
せ
」
と
皆
〳
〵
打
か
け
の
下
よ

り
か
ほ
出
し
、
是
も
見
「
な
ふ
お
そ
ろ
し
や
」
と
皆
に
げ
て
入
に
け
る
。

　
内
心
は
蛇
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
が
早
い
か
、
か
つ
姫
の
頭
に
正
真
の
角
が
生
じ
、
本
物

の
蛇
身
に
変
化
し
て
い
く
（
図
19
）。
偏
愛
の

女
の
心
根
は
両
角
の
怪
異
と
な
っ
て
外
貌
に
立

ち
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ

た
人
々
は
異
形
に
打
ち
震
え
て
逃
げ
失
せ
る
。

何
も
知
ら
な
い
打
ち
か
け
の
下
の
腰
元
た
ち
は

「
暑
い
暑
い
」
と
顔
を
出
し
、
こ
れ
も
驚
き
逃

走
す
る
。
不
気
味
な
中
に
滑
稽
味
の
漂
う
異
様

な
舞
台
が
観
客
の
眼
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た

　
ひ
と
ま
ず
そ
の
場
を
繕
う
彦
六
の
言
葉
に
な

だ
め
す
か
さ
れ
、
頭
の
角
が
消
え
る
。
か
つ
姫

は
「
扨
々
む
ね
が
あ
つ
い
」
と
手
水
鉢
の
水
を

呑
み
ほ
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
妖
異
を
あ
ら

わ
す
女
を
殿
に
ひ
き
会
わ
せ
る
わ
け
に
い
か
ぬ
、
と
強
く
心
に
思
う
忠
義
の
臣
・
彦
六
で
あ
っ

た
。
か
く
し
て
彦
六
は
心
中
を
よ
そ
お
い
つ
つ
姫
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
決
意
す
る
が
、
不

首
尾
に
お
わ
り
、
腹
を
切
る
は
め
に
な
る
。
こ
の
あ
と
舞
台
は
、
蛇
身
露
見
の
一
件
を
姫
に
明

か
し
て
諭
す
彦
六
の
最
期
の
言
葉
へ
と
続
く
注
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図18　『女郎来迎柱』その１　背高女の場

図19　『女郎来迎柱』その二　蛇の真似の場

演じられ怪異
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う
」
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

　
否
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
人
と
し
て
の
幽
鬼
」
の
発
見
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
方
が
正
確
か

も
し
れ
な
い
。
女
た
ち
の
負
の
人
生
を
語
る
江
戸
怪
談
の
幽
霊
像
は
、
こ
の
あ
と
、
日
本
列
島

の
怪
談
文
芸
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
近
世
は
怪
談
が
娯
楽
と
し
て
、
そ
し
て
大
衆
文
化
と
し
て
享
受
さ
れ
、
あ
ま
ね
く
消
費
さ
れ

た
時
代
で
あ
っ
た
。
江
戸
が
い
わ
ば
「
怪
談
の
世
紀
」
と
な
っ
た
要
因
を
探
る
た
め
、
本
稿
は

元
禄
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
を
て
が
か
り
に
こ
れ
を
追
尾
し
、
や
が
て
そ
の
先
を
行
く
近
松
、
西
鶴

ら
の
人
間
主
義
の
作
品
世
界
に
到
達
し
た
。
幽
霊
の
な
か
に
ヒ
ト
の
本
質
を
見
出
す
江
戸
怪
談

文
芸
の
流
れ
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
至
り
、
上
田
秋
成
を
頂
点
と
す
る
幻
想
文
学
の
境
地
を
拓

く
こ
と
に
な
る
。「
怪
談
の
世
紀
」
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

［
注
］

１
　
服
部
幸
雄
『
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
―
〈
視
〉
の
江
戸
文
化
論
』（
一
九
八
九
、
平
凡
社
）
一
七
九
頁
。

２
　『
新
燕
石
十
種
』（
大
正
二
年
・
一
九
一
三
）
巻
三
所
収
。

３
　
黒
木
勘
哉
「
劇
の
幽
霊
物
の
系
統
」（『
近
世
演
劇
考
説
』
一
九
二
九
、六
合
館
）
所
収
、
郡
司
正
勝
『
か

ぶ
き
ー
様
式
と
伝
承
』（
一
九
五
四
、
寧
楽
書
房
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
復
刊
）
第
一
編
「
か
る
わ
ざ
の

系
譜
」、
服
部
幸
雄
『
変
化
論
―
歌
舞
伎
の
精
神
史
』（
一
九
七
八
、
平
凡
社
）
お
よ
び
注
１
の
服
部
論
考
、

高
畠
由
記
「
元
禄
歌
舞
伎
に
お
け
る
怨
霊
事
」（『
成
蹊
国
文
』
６
、一
九
八
八
・
一
）。

４
　
井
上
伸
子
「
江
戸
の
女
方
」（『
立
教
大
学
　
日
本
文
学
』
４
０
、一
九
七
八
・
七
）。

５
　
注
１
の
論
考
七
六
頁
。

６
　
注
３
の
郡
司
論
考
・
ち
く
ま
文
庫
版
一
三
七
頁
。

７  

　
本
文
引
用
は
高
野
辰
之
・
黒
木
勘
蔵
校
訂
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
上
巻
江
戸
之
部
（
一
九
七
三
、
臨

川
書
店
）
六
二
〇
頁
に
よ
る
。

８
　
例
え
ば
中
世
末
成
立
の
『
義
残
後
覚
』
巻
二
「
岩
岸
平
次
郎
蛇
を
殺
す
事
」
に
「
水
桶
」
の
呪
力
に
よ
っ

て
蛇
の
怨
念
を
封
じ
た
旅
僧
の
話
が
見
え
る
。

９
　
注
１
の
服
部
論
考
八
四
頁
。

10
　
本
文
引
用
は
古
典
文
庫
四
三
九
『
江
戸
板
狂
言
本
』（
一
九
八
三
、
古
典
文
庫
に
よ
る
）。

11
　
注
６
の
郡
司
論
考
・
ち
く
ま
文
庫
版
一
三
五
頁
。

12
　
近
世
文
芸
叢
刊
６
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
（
一
九
七
〇
、
般
若
庵
野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
）
の

解
説
一
三
頁
。

13
　
注
１
の
服
部
論
考
一
〇
七
頁
。

14
　
注
１
の
服
部
論
考
一
〇
二
頁
。

15
　
堤
邦
彦
「
女
霊
の
表
象
―
古
浄
瑠
璃
に
始
ま
る
も
の
」（
二
〇
二
一
・
一
二
の
説
話
文
学
会
例
会
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
け
る
口
頭
発
表
、『
説
話
文
学
研
究
』
二
〇
二
三
年
六
月
号
に
掲
載
予
定
）。

16
　
本
文
引
用
は
注
12
の
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
二
三
四
頁
に
よ
る
。

17
　
本
文
引
用
は
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
下
巻
上
方
之
部
五
三
〇
～
五
三
一
頁
に
よ
る
。

18
　
土
田
衛
「
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
役
割
」（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑦
近
松
』
一
九
七
六
、

学
生
社
）
九
五
～
九
七
頁
。

19
　
本
文
引
用
は
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
下
巻
上
方
之
部
五
三
一
頁
に
よ
る
。

20
　
大
久
保
忠
國
「
近
松
の
虚
実
皮
膜
論
」（
学
燈
社
『
国
文
学
』
一
九
六
〇
・
九
）。

21
　
本
文
引
用
は
注
７
の
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
上
巻
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
に
よ
る
、
以
下
同
。

22
　
堤
邦
彦
「
生
活
の
な
か
の
異
界
」（
平
凡
社
、
太
陽
一
七
〇
号
『
妖
怪
絵
巻
』
二
〇
一
〇
所
収
）。

23
　
延
広
真
治「
江
戸
文
学
の
物
語
性
―
「
肉
付
き
の
面
」を
通
し
て
見
る
ー
」（
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要『
日

本
文
化
学
』
４
１
、二
〇
一
一
・
三
）。

24
　
注
４
の
井
上
論
考
。

25
　
注
15
に
同
。

26
　
古
典
文
庫
『
上
方
狂
言
本
３
』（
一
九
六
四
）
の
土
田
衛
解
題
、
一
三
頁
。

27
　
注
26
の
解
題
一
四
頁
。

28
　
本
文
引
用
は
注
12
の
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
八
〇
頁
に
よ
る
。

29
　
本
文
引
用
は
前
注
の
資
料
五
八
頁
に
よ
る
。

30
　
本
文
引
用
は
注
29
の
資
料
六
〇
頁
に
よ
る
。

31
　
白
方
勝
「
⑴
近
松
門
左
衛
門
」（『
近
世
の
演
劇
』
勉
誠
社
、
一
九
九
六
所
収
）、
矢
野
輝
明
「
元
禄
歌
舞

伎
に
お
け
る
物
語
の
構
造
―
プ
ロ
ッ
ト
と
登
場
人
物
の
関
係
性
よ
り
ー
」（『
筑
波
大
学
地
域
研
究
』

３
４
、一
〇
一
三
・
三
）。

32
　
正
木
ゆ
み
「
竹
本
義
太
夫
正
本
『
祝
言
記
』
―
「
海
を
渡
る
女
の
一
念
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
歌
舞
伎
』

６
１
、二
〇
一
八
・
九
）。

33
　
井
上
勝
志
「
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
怪
異
」（
園
田
学
園
『
地
域
連
携
推
進
機
構
年
報
』
１
、

二
〇
一
四
・
三
）。

34
　
中
村
幸
彦
『
近
世
文
芸
思
潮
攷
』（
一
九
七
五
、岩
波
書
店
）
第
三
章
「
文
学
は
「
人
情
を
道い

ふ
」
の
説
」。

35
　
同
書
第
五
章
「
虚
実
皮
膜
論
の
再
検
討
」。
な
お
、『
難
波
土
産
』
の
実
際
の
編
者
で
あ
る
三
木
平
右
衛

演じられ怪異

是
か
つ
姫
殿
、
此
は
ら
は
　
こ
な
た
の
き
ら
し
給
ふ
。
さ
い
ぜ
ん
　
じ
や
の
ま
ね
を
し

て
　
身
を
殿
に
し
て
　
う
ら
み
を
い
は
し
や
つ
た
時
、
ね
た
ま
し
う
思
召
一
念
で
。 

か
し
ら
に
つ
の
が
出
い
き
な
が
ら
　
じ
や
し
ん
と
成
給
ふ
。
そ
れ
ゆ
へ
　
い
け
て
置
て

は
殿
の
お
命
が
心
も
と
な
い
。
さ
し
こ
ろ
さ
ふ
と
思
ふ
た
れ
共
。
と
か
く
　
ふ
ぎ
に
な

し
て
ゆ
び
を
切
か
は
し
。
心
中
と
云
て
し
ゝ
な
ば
。
姫
君
は
　
殿
の
手
う
ち
に
し
給
は

ふ
と
思
ひ
。
此
彦
六
は
　
ま
だ
殿
の
や
く
に
た
ゝ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
じ
の
命
な
れ
共
、
は

ら
を
切
て
　
い
け
ん
を
申
た
ぞ
や

　
こ
れ
を
聞
い
た
か
つ
姫
は
「
お
れ
に
つ
の
が
出
た
と
は
お
そ
ろ
し
い
事
を
云
」
と
本
気
に
し

な
い
。
し
か
し
、
る
り
姫
や
腰
元
た
ち
が
「
成
程
私
ら
が
見
ま
し
た
」
と
口
を
揃
え
て
証
言
す

る
に
お
よ
び
、「
扨
は
誠
か
は
ず
か
し
や
」
と
お
の
れ
の
身
の
浅
ま
し
さ
に
肩
を
落
と
し
て
落

涙
す
る
。

　
本
人
の
知
ら
な
い
う
ち
に
発
動
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
邪
念
に
打
ち
震
え
る
〈
蛇
に
な
る
女
〉

の
姿
を
、
近
松
は
巧
み
に
形
象
化
し
て
み
せ
る
。「
蛇
の
真
似
」
が
胸
の
奥
の
激
し
い
嫉
妬
と

怒
り
、
そ
し
て
深
い
悲
し
み
と
呼
応
し
て
、
生
角
の
鬼
女
の
醜
態
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
。

心
内
を
因
と
し
て
、
外
貌
を
果
と
す
る
怪
談
芝
居
の
平
仄
が
こ
こ
に
完
結
す
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
芸
は
虚
と
実
の
皮あ
い
だ膜
に
あ
り
と
考
え
る
近
松
の
芸
道
論
に
則
る
な
ら
、
現
実
に
は
起

こ
り
得
な
い「
女
人
蛇
体
」も
ま
た
、浮
世
に
あ
り
が
ち
な
女
心
の
激
情
と
か
ら
み
合
い
な
が
ら
、

芝
居
小
屋
の
真ま
こ
と実

と
な
っ
て
見
物
の
嘆
声
を
誘
う
。
巧
み
な
演
出
技
法
に
富
む
近
松
劇
の
作
為

に
再
度
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
近
松
作
品
に
顕
現
す
る
人
間
心
理
の
奥
底
を
掘
り
お
こ
す
方
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
方

面
の
考
究
が
そ
な
わ
る
。
と
り
わ
け
女
性
の
慕
情
の
強
調
と
共
感
が
近
松
劇
を
特
徴
付
け
る

テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
注

   31
。
例
え
ば
、
密
会
相
手
を
恋
い
慕
う
あ
ま
り
、
暗

夜
の
琵
琶
湖
を
泳
ぎ
渡
る
姫
の
蛇
身
を
描
く
『
祝
言
記
』
を
評
し
て
、
女
の
一
念
に
同
情
し
寄

り
添
う
姿
勢
を
読
み
解
い
た
正
木
ゆ
み
の
考
察
注

   32
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
幽
鬼
の
出
現
を
人
間
そ
の
も
の
の
内
面
に
か
ら
め
る
創
作
の
ま
な
ざ
し
は
、
ひ

と
り
近
松
作
品
に
と
ど
ま
る
問
題
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ま
ね
く
元
禄
の
文
芸
思
潮
と

連
動
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
。

　
井
上
勝
志
は
近
松
劇
と
怪
異
談
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
た
論
考
の
中
で
、
内
在
す
る
「
情
」

の
不
可
思
議
を
怪
異
と
み
な
す
「
元
禄
と
い
う
時
代
の
特
性
」
に
言
及
し
た
注

   33
。
井
上
は
近
松

『
曾
根
崎
心
中
』
の
悲
劇
の
発
端
に
、
信
頼
し
き
っ
て
い
る
友
を
平
気
で
裏
切
る
「
生
身
の
人
、

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
人
の
心
」
が
登
場
す
る
点
に
着
目
し
、
そ
こ
に

怪
異
の
萌
芽
を
読
む
。
そ
し
て
ま
た
、
近
松
作
品
の
か
よ
う
な
特
性
を
、
同
時
代
の
井
原
西
鶴

に
比
肩
し
て
元
禄
文
学
の
怪
異
認
識
を
想
起
す
る
井
上
の
文
芸
史
観
は
大
い
に
首
肯
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
き
て
働
く
こ
の
世
の
人
間
の
内
部
に
真
の
闇
を
垣
間
見
る
文
芸
意

識
の
登
場
を
意
味
し
て
い
る
。
人
の
心
の
仄
暗
い
魔
境
に
気
付
き
、
怖
れ
の
正
体
を
あ
ば
き
描

く
物
語
が
、
こ
こ
に
成
立
す
る
。「
蛇
」
や
「
鬼
」
は
人
間
存
在
の
歪
み
を
示
す
文
芸
的
な
隠
喩

に
変
遷
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
八
）
お
わ
り
に
―
怪
談
の
世
紀
の
胎
動
―

　
人
の
心
の
不
可
思
議
に
分
け
入
る
人
間
理
解
の
あ
り
方
が
、
近
松
、
西
鶴
を
生
ん
だ
元
禄
文

学
の
底
流
に
脈
々
と
流
れ
て
い
た
こ
と
は
、
大
き
く
い
え
ば
、「
情
」
の
表
出
を
許
認
す
る
近

世
前
期
の
思
想
界
の
新
思
潮
と
も
連
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
中
村
幸
彦
は
、
京
都
商
家
の
出
身
で
あ
る
儒
者
・
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
～

一
七
〇
五
）
の
唱
え
た
〈
文
学
は
「
人
情
を
道い

う
」〉
と
の
言
説
（『
読
詩
要
領
』）
に
注
目
し
、

仁
斎
門
下
の
古
義
堂
・
堀
川
学
派
の
思
想
が
当
代
文
芸
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
っ
て
い
た
こ
と

を
、
多
く
の
典
籍
を
も
と
に
論
証
し
て
み
せ
た
注

  34
。
た
し
か
に
朱
子
学
派
の
禁
欲
的
な
道
学

と
は
異
な
る
人
間
主
義
の
文
学
観
は
、
元
禄
の
作
者
た
ち
の
ス
タ
ン
ス
に
あ
い
通
じ
る
。
近
松

の
虚
実
皮
膜
論
を
し
る
す
『
難
波
土
産
』
の
編
纂
に
深
く
か
か
わ
っ
た
穂
積
以
貫
（
一
六
九
二

～
一
七
六
九
）
が
古
義
堂
に
学
ん
だ
儒
者
で
あ
る
点
、
あ
る
い
は
西
鶴
の
唯
一
の
伝
記
と
し
て

知
ら
れ
る
『
見
聞
談
叢
』
が
や
は
り
仁
斎
の
次
男
・
梅
宇
の
著
述
で
あ
る
点
な
ど
注

  35
を
重
ね

て
み
れ
ば
、
心
奥
の
「
情
」
に
こ
だ
わ
る
元
禄
文
学
の
思
想
的
背
景
に
、
人
情
を
肯
定
す
る
古

義
堂
の
文
学
観
の
深
く
静
か
な
浸
潤
が
存
し
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。「
人
は
ば
け
物

世
に
な
い
も
の
は
な
し
」（『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
序
文
）
と
言
い
切
り
、
恋
の
闇
路
や
欲
望
の

奈
落
に
目
を
み
は
る
西
鶴
流
の
人
妖
論
的
な
怪
異
認
識
も
ま
た
、
日
常
卑
俗
の
「
情
」
に
人
の

真
理
と
本
質
を
見
出
そ
う
と
し
た
古
義
堂
の
思
想
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
十
七
世
紀
末
の
、
か
か
る
文
学
観
の
大
き
な
潮
流
の
な
か
に
、
若
女
方
の
怨
霊
事
に
立
ち
あ

ら
わ
れ
る
「
情
」
の
表
出
を
位
置
付
け
る
見
方
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
中
村
の
言
説
を
踏
ま
え
て
い
う
な
ら
、
人
な
ら
ざ
る
も
の
も
ま
た
「
人
情
を
道い
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う
」
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

　
否
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
人
と
し
て
の
幽
鬼
」
の
発
見
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
方
が
正
確
か

も
し
れ
な
い
。
女
た
ち
の
負
の
人
生
を
語
る
江
戸
怪
談
の
幽
霊
像
は
、
こ
の
あ
と
、
日
本
列
島

の
怪
談
文
芸
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
近
世
は
怪
談
が
娯
楽
と
し
て
、
そ
し
て
大
衆
文
化
と
し
て
享
受
さ
れ
、
あ
ま
ね
く
消
費
さ
れ

た
時
代
で
あ
っ
た
。
江
戸
が
い
わ
ば
「
怪
談
の
世
紀
」
と
な
っ
た
要
因
を
探
る
た
め
、
本
稿
は

元
禄
歌
舞
伎
の
怨
霊
事
を
て
が
か
り
に
こ
れ
を
追
尾
し
、
や
が
て
そ
の
先
を
行
く
近
松
、
西
鶴

ら
の
人
間
主
義
の
作
品
世
界
に
到
達
し
た
。
幽
霊
の
な
か
に
ヒ
ト
の
本
質
を
見
出
す
江
戸
怪
談

文
芸
の
流
れ
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
至
り
、
上
田
秋
成
を
頂
点
と
す
る
幻
想
文
学
の
境
地
を
拓

く
こ
と
に
な
る
。「
怪
談
の
世
紀
」
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

［
注
］

１
　
服
部
幸
雄
『
さ
か
さ
ま
の
幽
霊
―
〈
視
〉
の
江
戸
文
化
論
』（
一
九
八
九
、
平
凡
社
）
一
七
九
頁
。

２
　『
新
燕
石
十
種
』（
大
正
二
年
・
一
九
一
三
）
巻
三
所
収
。

３
　
黒
木
勘
哉
「
劇
の
幽
霊
物
の
系
統
」（『
近
世
演
劇
考
説
』
一
九
二
九
、六
合
館
）
所
収
、
郡
司
正
勝
『
か

ぶ
き
ー
様
式
と
伝
承
』（
一
九
五
四
、
寧
楽
書
房
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
復
刊
）
第
一
編
「
か
る
わ
ざ
の

系
譜
」、
服
部
幸
雄
『
変
化
論
―
歌
舞
伎
の
精
神
史
』（
一
九
七
八
、
平
凡
社
）
お
よ
び
注
１
の
服
部
論
考
、

高
畠
由
記
「
元
禄
歌
舞
伎
に
お
け
る
怨
霊
事
」（『
成
蹊
国
文
』
６
、一
九
八
八
・
一
）。

４
　
井
上
伸
子
「
江
戸
の
女
方
」（『
立
教
大
学
　
日
本
文
学
』
４
０
、一
九
七
八
・
七
）。

５
　
注
１
の
論
考
七
六
頁
。

６
　
注
３
の
郡
司
論
考
・
ち
く
ま
文
庫
版
一
三
七
頁
。

７  

　
本
文
引
用
は
高
野
辰
之
・
黒
木
勘
蔵
校
訂
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
上
巻
江
戸
之
部
（
一
九
七
三
、
臨

川
書
店
）
六
二
〇
頁
に
よ
る
。

８
　
例
え
ば
中
世
末
成
立
の
『
義
残
後
覚
』
巻
二
「
岩
岸
平
次
郎
蛇
を
殺
す
事
」
に
「
水
桶
」
の
呪
力
に
よ
っ

て
蛇
の
怨
念
を
封
じ
た
旅
僧
の
話
が
見
え
る
。

９
　
注
１
の
服
部
論
考
八
四
頁
。

10
　
本
文
引
用
は
古
典
文
庫
四
三
九
『
江
戸
板
狂
言
本
』（
一
九
八
三
、
古
典
文
庫
に
よ
る
）。

11
　
注
６
の
郡
司
論
考
・
ち
く
ま
文
庫
版
一
三
五
頁
。

12
　
近
世
文
芸
叢
刊
６
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
（
一
九
七
〇
、
般
若
庵
野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
）
の

解
説
一
三
頁
。

13
　
注
１
の
服
部
論
考
一
〇
七
頁
。

14
　
注
１
の
服
部
論
考
一
〇
二
頁
。

15
　
堤
邦
彦
「
女
霊
の
表
象
―
古
浄
瑠
璃
に
始
ま
る
も
の
」（
二
〇
二
一
・
一
二
の
説
話
文
学
会
例
会
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
け
る
口
頭
発
表
、『
説
話
文
学
研
究
』
二
〇
二
三
年
六
月
号
に
掲
載
予
定
）。

16
　
本
文
引
用
は
注
12
の
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
二
三
四
頁
に
よ
る
。

17
　
本
文
引
用
は
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
下
巻
上
方
之
部
五
三
〇
～
五
三
一
頁
に
よ
る
。

18
　
土
田
衛
「
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
役
割
」（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑦
近
松
』
一
九
七
六
、

学
生
社
）
九
五
～
九
七
頁
。

19
　
本
文
引
用
は
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
下
巻
上
方
之
部
五
三
一
頁
に
よ
る
。

20
　
大
久
保
忠
國
「
近
松
の
虚
実
皮
膜
論
」（
学
燈
社
『
国
文
学
』
一
九
六
〇
・
九
）。

21
　
本
文
引
用
は
注
７
の
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
上
巻
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
に
よ
る
、
以
下
同
。

22
　
堤
邦
彦
「
生
活
の
な
か
の
異
界
」（
平
凡
社
、
太
陽
一
七
〇
号
『
妖
怪
絵
巻
』
二
〇
一
〇
所
収
）。

23
　
延
広
真
治「
江
戸
文
学
の
物
語
性
―
「
肉
付
き
の
面
」を
通
し
て
見
る
ー
」（
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要『
日

本
文
化
学
』
４
１
、二
〇
一
一
・
三
）。

24
　
注
４
の
井
上
論
考
。

25
　
注
15
に
同
。

26
　
古
典
文
庫
『
上
方
狂
言
本
３
』（
一
九
六
四
）
の
土
田
衛
解
題
、
一
三
頁
。

27
　
注
26
の
解
題
一
四
頁
。

28
　
本
文
引
用
は
注
12
の
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
八
〇
頁
に
よ
る
。

29
　
本
文
引
用
は
前
注
の
資
料
五
八
頁
に
よ
る
。

30
　
本
文
引
用
は
注
29
の
資
料
六
〇
頁
に
よ
る
。

31
　
白
方
勝
「
⑴
近
松
門
左
衛
門
」（『
近
世
の
演
劇
』
勉
誠
社
、
一
九
九
六
所
収
）、
矢
野
輝
明
「
元
禄
歌
舞

伎
に
お
け
る
物
語
の
構
造
―
プ
ロ
ッ
ト
と
登
場
人
物
の
関
係
性
よ
り
ー
」（『
筑
波
大
学
地
域
研
究
』

３
４
、一
〇
一
三
・
三
）。

32
　
正
木
ゆ
み
「
竹
本
義
太
夫
正
本
『
祝
言
記
』
―
「
海
を
渡
る
女
の
一
念
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
歌
舞
伎
』

６
１
、二
〇
一
八
・
九
）。

33
　
井
上
勝
志
「
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
怪
異
」（
園
田
学
園
『
地
域
連
携
推
進
機
構
年
報
』
１
、

二
〇
一
四
・
三
）。

34
　
中
村
幸
彦
『
近
世
文
芸
思
潮
攷
』（
一
九
七
五
、岩
波
書
店
）
第
三
章
「
文
学
は
「
人
情
を
道い

ふ
」
の
説
」。

35
　
同
書
第
五
章
「
虚
実
皮
膜
論
の
再
検
討
」。
な
お
、『
難
波
土
産
』
の
実
際
の
編
者
で
あ
る
三
木
平
右
衛

演じられ怪異
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門
も
古
義
堂
に
学
ん
だ
経
歴
を
も
つ
。

使
用
図
版
出
典
一
覧

図
１
　
➡
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
６
（
１
９
７
４
、
吉
川
弘
文
館
）

図
２
　
➡
古
典
文
庫
五
三
二
『
江
戸
版
狂
言
本
３
』（
１
９
９
１
、
古
典
文
庫
）

図
３
、  

４
、
９
、
10
、
14
、
15
、
16 

➡
高
野
辰
之
・
黒
木
勘
蔵
校
訂
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
上
巻
江
戸
之
部
（
１
９
２
２
、
早
稲
田
大

学
出
版
部
、
１
９
７
３
に
臨
川
書
店
よ
り
復
刊
）

図
５
　
➡
古
典
文
庫
四
三
九
『
江
戸
版
狂
言
本
１
』（
１
９
８
３
、
古
典
文
庫
）

図
６
、
８
、
11
、
18
、
19

　
　
　
➡
近
世
文
芸
叢
刊
６
『
絵
入
狂
言
本
集
』
下
巻
（
１
９
７
０
、
野
間
光
辰
先
生
甲
華
記
念
会
）

図
７
　
➡
古
典
文
庫
一
八
二
『
因
果
物
語
』（
１
９
６
２
、
古
典
文
庫
）

図
12
　
➡
近
世
文
芸
叢
刊
５
『
絵
入
狂
言
本
集
』
上
巻
（
１
９
６
９
、
野
間
光
辰
先
生
甲
華
記
念
会
）

図
13
　
➡
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
舞
伎
脚
本
集
』
上
巻
（
１
９
６
０
、
岩
波
書
店
）

図
17
　
➡
古
典
文
庫
二
〇
五
『
上
方
狂
言
本
３
』（
１
９
６
４
、
古
典
文
庫
）
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